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八
代
を
創
造
し
た

石
工
た
ち
の
軌
跡

石
工
の
郷
に
息
づ
く

石
造
り
の
レ
ガ
シ
ー

た

が

や

き

 

せ

き

熊本県八代市

　かつて全国で築かれた「めがね橋」を今も多く見ることが出来る熊本。それらの

多くは、八代で生まれ育った石工たちによって手掛けられました。

　彼らの卓越した手腕は日本各地で必要とされ、「神田筋違橋（萬世橋）（東京

都）」や「通潤橋（熊本県山都町）」などの架設を成功に導き、全国に名声を轟かせ

るまでに至りました。それ故に、八代は多くの「名石工」を輩出した「石工の郷」と

呼ばれています。

　石工たちは、八代に広大な平野と豊かな実りをもたらした「干拓事業」や、地域

の交通を支えた「めがね橋」の架設などに携わり、八代の発展と人々の生活基盤

づくりに長きにわたって貢献する中で、己の技を磨き上げ、名もなき石工から名石

工へと成長していきました。

　彼らが築いた堅牢な干拓樋門、川面に美しいアーチを描くめがね橋、見事な棚

田の石垣などの石造りのレガシーは百余年たった今も、まちの景観や人々の暮ら

しの中に生き続けており、訪れる人 を々「石工の郷」へと誘ってくれます。

日本遺産認定日　2020（令和２）年6月19日
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2
0
2
0
年
、
熊
本
県
八
代

市
の
「
八
代
を
創
造
し
た
石
工

た
ち
の
軌
跡
〜
石
工
の
郷
に
息

づ
く
石
造
り
の
レ
ガ
シ
ー
〜
」

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
日
本
遺

産
の
認
定
を
受
け
た
。
熊
本
県

に
は
江
戸
後
期
か
ら
昭
和
に
か

け
て
架
け
ら
れ
た「
め
が
ね
橋
」

約
３
０
０
基
以
上
が
現
存
し
て

い
る
が
、〝
石
工
の
郷
〞
と
銘

打
っ
て
い
る
通
り
、
そ
れ
ら
の

架
橋
の
多
く
に
八
代
地
域
出
身

の
石
工
た
ち
が
携
わ
っ
て
い
る
。

何
故
、
八
代
は
多
く
の
優
れ
た

石
工
た
ち
を
輩
出
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
。
ま
た
、
石
造
り

の
め
が
ね
橋
が
八
代
に
集
中
し

て
架
け
ら
れ
た
の
は
何
故
か
。

石
工
の
郷
を
巡
り
、
そ
の
軌
跡

を
追
い
か
け
れ
ば
、
現
代
に
至

る
ま
で
こ
の
地
で
守
り
継
が
れ

て
き
た
匠
た
ち
の
誇
り
に
出
合

え
た
。

渓
に
丈
夫
な
橋
を
架
け
よ
う
。

　
　
　
子
の
た
め
、
未
来
の
た
め

　
　
　
　
　
行
き
た
い
場
所
に
渡
れ
る
よ
う
に
。

　
　
川
に
丈
夫
な
橋
を
架
け
よ
う
。

　
母
の
た
め
、
故
郷
の
た
め

帰
り
た
い
場
所
に
渡
れ
る
よ
う
に
。

た
が
や

笠松橋（熊本県八代市東陽町河俣字久木野）

や
つ
　
　
　
し
ろ
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石工の郷、八代へ
石のアーチに魅せられた先人たちの情熱

石
工
た
ち
の
活
躍
と
共
に
現
在
も
地

域
の
誇
り
と
し
て
大
切
に
守
ら
れ
て

い
る
。

地
域
一
丸
と
な
っ
て
行
う
一
大
事
業

　

石
工
と
め
が
ね
橋
の
歴
史
に
つ
い

て
学
ぶ
た
め
訪
れ
た
の
は
、
東
陽
町

内
に
あ
る
「
石
匠
館
」
と
い
う
施
設
だ
。

外
壁
は
め
が
ね
橋
に
多
く
用
い
ら
れ

た
１
万
個
を
超
え
る
凝
灰
岩
で
覆
わ

れ
、
館
内
で
は
八
代
に
お
け
る
石
造

り
の
歴
史
や
、
め
が
ね
橋
の
構
造
を

分
か
り
や
す
く
紹
介
し
た
模
型
や
映

像
の
展
示
が
行
わ
れ
て
い
る
。
出
迎

え
て
く
れ
た
館
長
の
上
塚
寿
朗
さ
ん

に
よ
る
と
、
展
示
さ
れ
て
い
る
道
具
は
、

実
際
に
石
工
た
ち
が
使
用
し
て
い
た

も
の
で
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
地
域
の

人
た
ち
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
だ
と

い
う
。

「
現
在
で
は
石
工
と
い
う
と
特
殊
技
能

を
持
っ
た
専
門
職
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
が
、
め
が
ね
橋
造
り
が
盛
ん

だ
っ
た
時
代
の
種
山
地
域
、
東
陽
町

の
人
々
に
と
っ
て
は
、
特
別
な
人
の

手
に
よ
る
仕
事
と
い
う
よ
り
地
域
全

体
で
行
う
土
木
工
事
と
い
う
認
識
で

し
た
。
も
ち
ろ
ん
設
計
を
担
う
天
才

的
な
石
工
の
存
在
は
あ
り
ま
し
た
が
、

天
然
の
ア
ー
チ
が
石
工
た
ち
を
見
守
る

　

八
代
市
の
山
間
部
、
東
陽
町
。
八

代
市
内
に
現
存
し
て
い
る
46
基
の
石

造
り
の
め
が
ね
橋
の
う
ち
、
半
数
近

く
が
こ
の
町
に
集
中
し
て
い
る
。
東

陽
町
の
種
山
地
域
で
は
、
か
つ
て
多

く
の
石
工
た
ち
が
生
活
を
営
ん
で
お

り
、
熊
本
県
山
都
町
の
通
潤
橋
架
橋

に
携
わ
っ
た
り
、
明
治
政
府
に
招
聘

さ
れ
東
京
の
「
神
田
筋
違
橋
（
萬
世

橋
）」
を
架
橋
し
た
り
し
た
橋
本
勘
五

郎
な
ど
、
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て

活
躍
し
た
め
が
ね
橋
造
り
の
レ
ジ
ェ

ン
ド
た
ち
も
、
こ
の
地
を
拠
点
に
活

動
し
て
い
た
。
そ
ん
な
東
陽
町
に
ま

た
が
る
白
髪
岳
の
麓
に
、「
白
髪
岳
天

然
石
橋
」
が
そ
び
え
立
っ
て
い
る
。
草

に
覆
わ
れ
た
、
ま
さ
に
石
工
の
郷
の
シ

ン
ボ
ル
と
も
い
う
べ
き
堂
々
た
る
姿

は
圧
巻
だ
が
、
こ
れ
は
人
が
架
橋
し

た
め
が
ね
橋
で
は
な
い
。
岩
盤
が
何

万
年
と
い
う
雨
風
の
浸
食
に
よ
り
削

ら
れ
、
穴
を
穿
た
れ
た
自
然
の
造
形

物
だ
。
し
か
し
、
め
が
ね
橋
を
架
橋

し
た
石
工
た
ち
の
拠
点
地
域
に
こ
の

不
思
議
な
天
然
石
橋
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
は
偶
然
だ
ろ
う
か
。
石
工
た

ち
は
こ
の
天
然
石
橋
の
形
状
か
ら

ア
ー
チ
構
造
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
得
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、

現在は崩落の危険があるため周囲にフェンスが
設置されており、その外側から見学できる。周囲
は住宅地なのでマナーに則って見学を
■白髪岳天然石橋
熊本県八代市東陽町北五反田

（写真右上）石匠館内に展示されてい
る支保工模型。上部には石がアーチ
状に並ぶ。木組みの土台の上に伐り
出した石を積んでいき、最後に土台
を抜くと石の自重でアーチが固定さ
れる

（写真左上）石匠館内の展示。石工の
道具は実際に使用され、子孫によっ
て寄贈されたものが多い

（写真左）石匠館 館長 上塚 寿朗さ
ん。背後に写る石匠館の外壁に凝灰
岩が使用されている

め
が
ね
橋
造
り
は
谷
を
渡
っ
て
隣
村

へ
と
行
く
た
め
の
大
事
な
イ
ン
フ
ラ

整
備
。
農
業
を
行
い
な
が
ら
め
が
ね

橋
造
り
に
も
地
域
総
出
で
取
り
組
ん

で
い
た
よ
う
で
す
」。

　

後
年
、
種
山
地
域
の
石
工
た
ち
を

総
称
し
て
「
種
山
石
工
」
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
が
活
躍

し
た
当
時
か
ら
そ
う
い
う
集
団
の
名

称
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
残
さ

れ
た
資
料
に
「
肥
後
」「
八
代
」「
種
山
」

な
ど
の
表
記
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

彼
ら
へ
の
畏
敬
の
念
を
込
め
て
「
種

山
石
工
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
も

の
だ
。「
種
山
」
と
い
う
地
名
は
現
在

も
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
手
永
」

と
呼
ば
れ
る
行
政
区
分
の
ひ
と
つ
。

こ
の
手
永
が
種
山
、
そ
し
て
八
代
を

石
工
の
郷
た
ら
し
め
た
基
盤
だ
と
上

塚
さ
ん
は
語
る
。

「
江
戸
時
代
に
肥
後
熊
本
藩
で
導
入
さ

れ
て
い
た
地
方
行
政
制
度
で
、
規
模

で
言
え
ば
『
村
』
よ
り
大
き
く
『
郡
』

よ
り
小
さ
い
の
が
『
手
永
』。
領
内
を

こ
の
手
永
に
区
分
し
、
そ
の
長
に
あ

る
程
度
の
政
策
決
定
権
を
与
え
て
い

ま
し
た
。
通
常
、
め
が

ね
橋
を
架
け
る
と
な
れ

ば
莫
大
な
費
用
が
掛
か

り
ま
す
し
、
谷
に
橋
を

架
け
る
と
い
う
こ
と
は

他
藩
な
ど
か
ら
攻
め
入

ら
れ
た
場
合
に
侵
攻
を

ス
ム
ー
ズ
に
し
て
し
ま

う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る

た
め
、
藩
と
い
う
大
き

な
組
織
で
は
な
か
な
か

架
橋
を
推
奨
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
コ
ン
パ
ク

ト
な
行
政
区
分
で
あ
る

手
永
制
度
に
よ
り
意
思

決
定
が
ス
ム
ー
ズ
に
運

ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
め
が
ね

橋
建
設
に
よ
り
物
流
が
増
え
て
経
済

状
況
が
向
上
す
る
と
、
手
永
の
長
の

藩
内
で
の
評
価
に
繋
が
り
ま
す
。
そ

う
し
た
藩
の
評
価
シ
ス
テ
ム
も
、
八

代
・
熊
本
に
他
地
域
よ
り
め
が
ね
橋

が
多
く
か
け
ら
れ
た
要
因
の
ひ
と
つ

と
言
え
る
で
し
ょ
う
」。

　

め
が
ね
橋
造
り
の
最
盛
期
は
江
戸

末
期
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
。
木

製
の
橋
が
一
般
的
だ
っ
た
他
地
域
に

招
聘
さ
れ
て
め
が
ね
橋
造
り
を
行
う

が
、
や
が
て
時
代
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

橋
へ
と
移
っ
て
い
く
。

「
西
洋
か
ら
導
入
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー

ト
工
事
の
技
術
に
押
さ
れ
、
建
造
費

用
・
人
員
も
膨
大
と
な
る
め
が
ね
橋

造
り
の
需
要
は
急
速
に
減
少
し
て
い

き
ま
す
。
し
か
し
耐
久
年
数
約
50
年

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
比
べ
る
と
、
め

が
ね
橋
は
破
壊
さ
れ
な
い
限
り
そ
こ

に
あ
り
続
け
る
。
だ
っ
て
、
石
で
す

か
ら（
笑
）。八
代
市
の
人
た
ち
に
と
っ

て
め
が
ね
橋
は
、
土
地
開
発
に
よ
り

山
や
川
、
町
の
姿
が
変
わ
っ
て
も
、

唯
一
変
わ
ら
な
い
故
郷
の
風
景
と
し

て
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
」。

現
在
も
愛
さ
れ
続
け
る
め
が
ね
橋

　

八
代
市
内
を
巡
っ
て
い
る
と
、
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
で
補
強
さ
れ
車
が
通
れ

る
橋
、
今
も
集
落
の
人
た
ち
の
暮
ら

し
に
欠
か
せ
な
い
橋
、
人
通
り
の
多

い
場
所
に
架
け
る
か
ら
と
欄
干
を
付

け
て
オ
シ
ャ
レ
に
し
た
橋
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
表
情
の
め
が
ね
橋
に
出
合

う
。
ど
の
橋
も
、
石
で
出
来
て
い
る

の
に
温
か
い
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る

か
ら
不
思
議
だ
。

「
八
代
の
皆
さ
ん
は
、
め
が
ね
橋
が
大

好
き
な
ん
で
す
。
子
ど
も
の
頃
は
欄

干
に
登
っ
て
遊
ん
だ
と
か
、
橋
の
上

は
お
母
さ
ん
た
ち
の
井
戸
端
会
議
場

だ
っ
た
と
か
、
楽
し
そ
う
に
話
し
て

く
れ
ま
す
よ
」
と
語
る
八
代
市
文
化

振
興
課
の
村
田
仁
志
さ
ん
に
案
内
さ

れ
た
の
は
、
旧
薩
摩
街
道
沿
い
、
八

代
市
の
南
の
端
に
あ
る
「
赤
松
第
一

号
眼
鏡
橋
」
だ
。
山
間
の
田
ん
ぼ
の

間
に
あ
る
小
さ
な
橋
だ
が
、
街
道
沿

い
に
造
っ
た
も
の
だ
か
ら
か
、
欄
干

の
柱
に
は
扇
面
や
お
茶
と
急
須
な
ど

の
彫
刻
が
施
さ
れ
、
旅
人
た
ち
の
目

を
楽
し
ま
せ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で

き
る
。
し
か
し
令
和
２
年
７
月
、
豪

雨
に
よ
る
河
川
の
増
水
に
よ
り
流
木

な
ど
が
押
し
寄
せ
て
欄
干
が
崩
れ
、

一
部
の
石
材
は
ど
こ
か
に
流
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。

「
現
在
も
地
域
の
人
た
ち
が
使
用
す
る

橋
な
の
で
、
す
ぐ
に
倒
壊
の
危
険
が

な
い
か
専
門
家
に
調
査
を
依
頼
し
ま

し
た
。
す
る
と
、
飾
り
部
分
の
欄
干

は
崩
れ
た
も
の
の
、
橋
自
体
は
こ
れ

く
ら
い
の
衝
撃
で
は
問

題
な
い
と
の
こ
と
。

『
や
っ
ぱ
り
昔
の
人
た

ち
は
ス
ゴ
イ
』『
こ
れ

か
ら
も
大
事
に
せ
ん
と

い
か
ん
ね
』
と
皆
さ
ん

感
心
し
き
り
で
し
た
」。

豪
雨
水
害
は
被
災
地
域

の
人
々
に
と
っ
て
間
違
い
な
く
災
い

だ
。
そ
れ
で
も
先
人
た
ち
が
、
子
や

孫
の
世
代
ま
で
崩
壊
し
な
い
橋
を
と

願
っ
て
架
け
た
石
の
め
が
ね
橋
は
、

こ
こ
に
立
ち
続
け
て
い
る
。
時
を
超
え
、

め
が
ね
橋
は
八
代
の
人
々
の
心
も
繋

い
で
い
る
よ
う
だ
。

と
う 

よ
う

す
じ  

か
い

せ
き
し
ょ
う
か
ん
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石
工
た
ち
の
活
躍
と
共
に
現
在
も
地

域
の
誇
り
と
し
て
大
切
に
守
ら
れ
て

い
る
。

地
域
一
丸
と
な
っ
て
行
う
一
大
事
業

　

石
工
と
め
が
ね
橋
の
歴
史
に
つ
い

て
学
ぶ
た
め
訪
れ
た
の
は
、
東
陽
町

内
に
あ
る
「
石
匠
館
」
と
い
う
施
設
だ
。

外
壁
は
め
が
ね
橋
に
多
く
用
い
ら
れ

た
１
万
個
を
超
え
る
凝
灰
岩
で
覆
わ

れ
、
館
内
で
は
八
代
に
お
け
る
石
造

り
の
歴
史
や
、
め
が
ね
橋
の
構
造
を

分
か
り
や
す
く
紹
介
し
た
模
型
や
映

像
の
展
示
が
行
わ
れ
て
い
る
。
出
迎

え
て
く
れ
た
館
長
の
上
塚
寿
朗
さ
ん

に
よ
る
と
、
展
示
さ
れ
て
い
る
道
具
は
、

実
際
に
石
工
た
ち
が
使
用
し
て
い
た

も
の
で
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
地
域
の

人
た
ち
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
だ
と

い
う
。

「
現
在
で
は
石
工
と
い
う
と
特
殊
技
能

を
持
っ
た
専
門
職
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
が
、
め
が
ね
橋
造
り
が
盛
ん

だ
っ
た
時
代
の
種
山
地
域
、
東
陽
町

の
人
々
に
と
っ
て
は
、
特
別
な
人
の

手
に
よ
る
仕
事
と
い
う
よ
り
地
域
全

体
で
行
う
土
木
工
事
と
い
う
認
識
で

し
た
。
も
ち
ろ
ん
設
計
を
担
う
天
才

的
な
石
工
の
存
在
は
あ
り
ま
し
た
が
、

天
然
の
ア
ー
チ
が
石
工
た
ち
を
見
守
る

　

八
代
市
の
山
間
部
、
東
陽
町
。
八

代
市
内
に
現
存
し
て
い
る
46
基
の
石

造
り
の
め
が
ね
橋
の
う
ち
、
半
数
近

く
が
こ
の
町
に
集
中
し
て
い
る
。
東

陽
町
の
種
山
地
域
で
は
、
か
つ
て
多

く
の
石
工
た
ち
が
生
活
を
営
ん
で
お

り
、
熊
本
県
山
都
町
の
通
潤
橋
架
橋

に
携
わ
っ
た
り
、
明
治
政
府
に
招
聘

さ
れ
東
京
の
「
神
田
筋
違
橋
（
萬
世

橋
）」
を
架
橋
し
た
り
し
た
橋
本
勘
五

郎
な
ど
、
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て

活
躍
し
た
め
が
ね
橋
造
り
の
レ
ジ
ェ

ン
ド
た
ち
も
、
こ
の
地
を
拠
点
に
活

動
し
て
い
た
。
そ
ん
な
東
陽
町
に
ま

た
が
る
白
髪
岳
の
麓
に
、「
白
髪
岳
天

然
石
橋
」
が
そ
び
え
立
っ
て
い
る
。
草

に
覆
わ
れ
た
、
ま
さ
に
石
工
の
郷
の
シ

ン
ボ
ル
と
も
い
う
べ
き
堂
々
た
る
姿

は
圧
巻
だ
が
、
こ
れ
は
人
が
架
橋
し

た
め
が
ね
橋
で
は
な
い
。
岩
盤
が
何

万
年
と
い
う
雨
風
の
浸
食
に
よ
り
削

ら
れ
、
穴
を
穿
た
れ
た
自
然
の
造
形

物
だ
。
し
か
し
、
め
が
ね
橋
を
架
橋

し
た
石
工
た
ち
の
拠
点
地
域
に
こ
の

不
思
議
な
天
然
石
橋
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
は
偶
然
だ
ろ
う
か
。
石
工
た

ち
は
こ
の
天
然
石
橋
の
形
状
か
ら

ア
ー
チ
構
造
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
得
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、

て   

な
が

め
が
ね
橋
造
り
は
谷
を
渡
っ
て
隣
村

へ
と
行
く
た
め
の
大
事
な
イ
ン
フ
ラ

整
備
。
農
業
を
行
い
な
が
ら
め
が
ね

橋
造
り
に
も
地
域
総
出
で
取
り
組
ん

で
い
た
よ
う
で
す
」。

　

後
年
、
種
山
地
域
の
石
工
た
ち
を

総
称
し
て
「
種
山
石
工
」
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
が
活
躍

し
た
当
時
か
ら
そ
う
い
う
集
団
の
名

称
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
残
さ

れ
た
資
料
に
「
肥
後
」「
八
代
」「
種
山
」

な
ど
の
表
記
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

彼
ら
へ
の
畏
敬
の
念
を
込
め
て
「
種

山
石
工
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
も

の
だ
。「
種
山
」
と
い
う
地
名
は
現
在

も
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
手
永
」

と
呼
ば
れ
る
行
政
区
分
の
ひ
と
つ
。

こ
の
手
永
が
種
山
、
そ
し
て
八
代
を

石
工
の
郷
た
ら
し
め
た
基
盤
だ
と
上

塚
さ
ん
は
語
る
。

「
江
戸
時
代
に
肥
後
熊
本
藩
で
導
入
さ

れ
て
い
た
地
方
行
政
制
度
で
、
規
模

で
言
え
ば
『
村
』
よ
り
大
き
く
『
郡
』

よ
り
小
さ
い
の
が
『
手
永
』。
領
内
を

こ
の
手
永
に
区
分
し
、
そ
の
長
に
あ

る
程
度
の
政
策
決
定
権
を
与
え
て
い

ま
し
た
。
通
常
、
め
が

ね
橋
を
架
け
る
と
な
れ

ば
莫
大
な
費
用
が
掛
か

り
ま
す
し
、
谷
に
橋
を

架
け
る
と
い
う
こ
と
は

他
藩
な
ど
か
ら
攻
め
入

ら
れ
た
場
合
に
侵
攻
を

ス
ム
ー
ズ
に
し
て
し
ま

う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る

た
め
、
藩
と
い
う
大
き

な
組
織
で
は
な
か
な
か

架
橋
を
推
奨
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
コ
ン
パ
ク

ト
な
行
政
区
分
で
あ
る

手
永
制
度
に
よ
り
意
思

決
定
が
ス
ム
ー
ズ
に
運

ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
め
が
ね

橋
建
設
に
よ
り
物
流
が
増
え
て
経
済

状
況
が
向
上
す
る
と
、
手
永
の
長
の

藩
内
で
の
評
価
に
繋
が
り
ま
す
。
そ

う
し
た
藩
の
評
価
シ
ス
テ
ム
も
、
八

代
・
熊
本
に
他
地
域
よ
り
め
が
ね
橋

が
多
く
か
け
ら
れ
た
要
因
の
ひ
と
つ

と
言
え
る
で
し
ょ
う
」。

　

め
が
ね
橋
造
り
の
最
盛
期
は
江
戸

末
期
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
。
木

製
の
橋
が
一
般
的
だ
っ
た
他
地
域
に

招
聘
さ
れ
て
め
が
ね
橋
造
り
を
行
う

が
、
や
が
て
時
代
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

橋
へ
と
移
っ
て
い
く
。

「
西
洋
か
ら
導
入
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー

ト
工
事
の
技
術
に
押
さ
れ
、
建
造
費

用
・
人
員
も
膨
大
と
な
る
め
が
ね
橋

造
り
の
需
要
は
急
速
に
減
少
し
て
い

き
ま
す
。
し
か
し
耐
久
年
数
約
50
年

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
比
べ
る
と
、
め

が
ね
橋
は
破
壊
さ
れ
な
い
限
り
そ
こ

に
あ
り
続
け
る
。
だ
っ
て
、
石
で
す

か
ら（
笑
）。八
代
市
の
人
た
ち
に
と
っ

て
め
が
ね
橋
は
、
土
地
開
発
に
よ
り

山
や
川
、
町
の
姿
が
変
わ
っ
て
も
、

唯
一
変
わ
ら
な
い
故
郷
の
風
景
と
し

て
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
」。

現
在
も
愛
さ
れ
続
け
る
め
が
ね
橋

　

八
代
市
内
を
巡
っ
て
い
る
と
、
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
で
補
強
さ
れ
車
が
通
れ

る
橋
、
今
も
集
落
の
人
た
ち
の
暮
ら

し
に
欠
か
せ
な
い
橋
、
人
通
り
の
多

い
場
所
に
架
け
る
か
ら
と
欄
干
を
付

け
て
オ
シ
ャ
レ
に
し
た
橋
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
表
情
の
め
が
ね
橋
に
出
合

う
。
ど
の
橋
も
、
石
で
出
来
て
い
る

の
に
温
か
い
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る

か
ら
不
思
議
だ
。

「
八
代
の
皆
さ
ん
は
、
め
が
ね
橋
が
大

好
き
な
ん
で
す
。
子
ど
も
の
頃
は
欄

干
に
登
っ
て
遊
ん
だ
と
か
、
橋
の
上

は
お
母
さ
ん
た
ち
の
井
戸
端
会
議
場

だ
っ
た
と
か
、
楽
し
そ
う
に
話
し
て

く
れ
ま
す
よ
」
と
語
る
八
代
市
文
化

振
興
課
の
村
田
仁
志
さ
ん
に
案
内
さ

れ
た
の
は
、
旧
薩
摩
街
道
沿
い
、
八

代
市
の
南
の
端
に
あ
る
「
赤
松
第
一

号
眼
鏡
橋
」
だ
。
山
間
の
田
ん
ぼ
の

間
に
あ
る
小
さ
な
橋
だ
が
、
街
道
沿

い
に
造
っ
た
も
の
だ
か
ら
か
、
欄
干

の
柱
に
は
扇
面
や
お
茶
と
急
須
な
ど

の
彫
刻
が
施
さ
れ
、
旅
人
た
ち
の
目

を
楽
し
ま
せ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で

き
る
。
し
か
し
令
和
２
年
７
月
、
豪

雨
に
よ
る
河
川
の
増
水
に
よ
り
流
木

な
ど
が
押
し
寄
せ
て
欄
干
が
崩
れ
、

一
部
の
石
材
は
ど
こ
か
に
流
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。

「
現
在
も
地
域
の
人
た
ち
が
使
用
す
る

橋
な
の
で
、
す
ぐ
に
倒
壊
の
危
険
が

な
い
か
専
門
家
に
調
査
を
依
頼
し
ま

し
た
。
す
る
と
、
飾
り
部
分
の
欄
干

は
崩
れ
た
も
の
の
、
橋
自
体
は
こ
れ

く
ら
い
の
衝
撃
で
は
問

題
な
い
と
の
こ
と
。

『
や
っ
ぱ
り
昔
の
人
た

ち
は
ス
ゴ
イ
』『
こ
れ

か
ら
も
大
事
に
せ
ん
と

い
か
ん
ね
』
と
皆
さ
ん

感
心
し
き
り
で
し
た
」。

豪
雨
水
害
は
被
災
地
域

の
人
々
に
と
っ
て
間
違
い
な
く
災
い

だ
。
そ
れ
で
も
先
人
た
ち
が
、
子
や

孫
の
世
代
ま
で
崩
壊
し
な
い
橋
を
と

願
っ
て
架
け
た
石
の
め
が
ね
橋
は
、

こ
こ
に
立
ち
続
け
て
い
る
。
時
を
超
え
、

め
が
ね
橋
は
八
代
の
人
々
の
心
も
繋

い
で
い
る
よ
う
だ
。

■石匠館　熊本県八代市東陽町北 98・2　☎0965・65・2700
大人 310 円、高大生 200 円、小中生 100 円
休館日 月曜（祝日の場合は翌日）、12 月 29 日～1月 3 日

（写 真上）石橋 の上にコンク
リートを重ねているので車も
通行できる。道幅は 3.55m
■谷川橋  熊本県八代市東陽
町河俣鶴中

（写真右）川のそばにある寺へ
の参拝のため架かった橋も
■高原（たこら）橋　熊本県八
代市泉町栗木

橋を渡って田んぼに毎日行く農家も
■赤松第一号眼鏡橋  熊本県八代市二見赤松町岩下

（写真右上）八代市文化交流課 村田 仁志さん。背後に写るのは水害により一部が修復された
赤松第一号眼鏡橋の欄干。「一部といっても倒れた欄干を起こして一本を新しい石材にしただ
け。水害の歴史を残すためあえて石材の色を変えています」（村田さん）

（写真右下）赤松第一号眼鏡橋の欄干に石工たちの遊び心。急須とお茶の彫刻
（写真左）神社に奉納された灯籠にも注目。胴をひねるように彫刻が施され石工の高い技術力を
うかがわせる　
■菅原神社のひねり灯籠  熊本県八代市東陽町北畑中
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橋
本
勘
五
郎
の
一
世
代
前
、
近
隣

に
種
山
石
工
の
名
を
知
ら
し
め
た
名

工
が
岩
永
三
五
郎
だ
。
三
五
郎
が
設

計
し
た
熊
本
初
の
通
水
橋
・
雄
亀
滝

橋
（
熊
本
県
下
益
城
郡
美
里
町
）
は
、

通
潤
橋
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。１
７
９
３
（
寛
政
５
）
年
、

西
野
津
村
（
現
・
八
代
郡
氷
川
町
）

に
生
ま
れ
た
三
五
郎
は
、
橋
の
建
設

だ
け
で
は
な
く
水
路
建
設
や
干
拓
工

事
に
お
い
て
も
能
力
を
発
揮
し
、
肥

後
熊
本
藩
か
ら
「
岩
永
」
と
名
を
拝

命
し
て
い
る
。
大
き
な
転
機
が
訪
れ

た
の
は
、
１
８
４
０
（
天
保
11
）
年
。

三
五
郎
が
各
地
で
手
掛
け
た
め
が
ね

橋
や
土
木
事
業
の
評
判
が
き
っ
か
け

と
な
り
、
薩
摩
藩
か
ら
好
待
遇
で
招

聘
を
受
け
る
。
そ
し
て
錦
江
湾
に
流

れ
込
む
甲
突
川
に
五
石
橋
と
呼
ば
れ

る
美
し
く
頑
丈
な
石
橋
群
を
完
成
さ

せ
た
。
こ
れ
ま
で
シ
ラ
ス
台
地
の
脆

弱
な
地
盤
の
た
め
頑
丈
な
石
を
立
て

る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
薩
摩
で
は
、

敷
石
で
地
盤
強
化
を
施
す
な
ど
従
来

に
は
無
か
っ
た
ア
イ
デ
ア
で
石
橋
架

橋
を
成
功
に
繋
げ
た
三
五
郎
を
敬
愛
、

現
在
も
五
石
橋
の
一
部
を
移
築
保
存

し
た
石
橋
記
念
公
園
（
鹿
児
島
市
浜

町
）
を
整
備
し
、
大
切
に
し
て
い
る
。

種山に移り住んだ林七が最初に造ったといわれる小さ
なめがね橋。素朴な造りだが、種山石工始まりの橋だと
思うと感慨深い
■鍛冶屋上橋  熊本県八代市東陽町北西原

八代市内に数多く点在している石造りのめがね橋。架橋には専業の石工だ
けでなく地域の人たちが総出で携わったが、彼らを指揮して大規模な工事
を成功に導いた伝説的石工の名前は、今も敬意をもって八代の人々の胸に
刻まれている。なかでも有名な３人のレジェンドを紹介していこう。

　

明
治
の
始
ま
り
頃
に
は
、
八
代
の

石
工
の
腕
前
は
熊
本
外
で
も
評
判
と

な
り
、
遠
く
東
京
に
も
届
い
て
い
た
。

風
水
害
に
よ
る
橋
の
流
失
に
悩
ま
さ

れ
て
き
た
日
本
に
と
っ
て
、
頑
丈
な

石
造
り
の
橋
は
ま
さ
に
希
望
の
懸
け

橋
。
つ
い
に
明
治
政
府
か
ら
一
人
の

石
工
の
も
と
へ
石
造
り
ア
ー
チ
橋
の

建
設
依
頼
が
舞
い
込
む
。
石
工
の
名

前
は
勘
五
郎
。
現
存
す
る
石
造
り

ア
ー
チ
橋
だ
け
を
見
て
も
国
内
最
大

級
の
霊
台
橋
（
熊
本
県
下
益
城
郡
美

里
町
）
や
通
潤
橋
（
熊
本
県
上
益
城

郡
山
都
町
）
の
架
橋
工
事
を
手
掛
け

て
き
た
人
物
だ
。

　

勘
五
郎
は
１
８
２
２（
文
政
5
）年
、

北
種
山
村
（
現
・
八
代
市
東
陽
町
）

に
誕
生
す
る
。
祖
父
の
代
か
ら
の
石

工
の
家
に
育
っ
た
勘
五
郎
（
元
の
名

は
丈
八
。後
に「
橋
本
」姓
を
名
乗
る
）

は
二
人
の
兄
と
共
に
、
腕
の
い
い
石

工
３
兄
弟
と
し
て
様
々
な
石
造
り

ア
ー
チ
橋
の
建
設
に
携
わ
り
、
種
山

石
工
の
中
心
的
存
在
へ
と
成
長
す
る
。

通
潤
橋
建
設
の
際
、
兄
弟
の
中
で
も

優
れ
た
技
術
を
持
ち
一
目
を
置
か
れ

て
い
た
勘
五
郎
は
設
計
を
担
当
し
た
。

通
潤
橋
は
、
水
路
と
し
て
使
う
た
め

の
通
水
橋
だ
。
橋
の
中
に
石
の
管
を

通
し
、
圧
力
差
を
利
用
し
た
サ
イ

フ
ォ
ン
の
仕
組
み
で
川
か
ら
水
を
汲

み
上
げ
て
田
畑
へ
と
運
ぶ
。
木
造
の

よ
う
に
水
を
流
し
て
も
腐
ら
な
い
石

造
り
の
水
路
橋
。
八
代
の
石
工
の
誇

り
を
懸
け
た
仕
事
を
、
勘
五
郎
ら
兄

弟
は
見
事
成
功
さ
せ
た
。

　

時
代
は
明
治
へ
と
移
り
、
１
８

７
３
（
明
治
６
）
年
に
勘
五
郎
は
明

治
政
府
か
ら
招
聘
さ
れ
、
大
蔵
省
の

辞
令
を
受
け
て
上
京
、
橋
の
建
設
を

手
掛
け
る
。
同
年
に
完
成
さ
せ
た
の

が
、
東
京
で
初
と
な
る
石
造
り
ア
ー

チ
橋「
神
田
筋
違
目
鑑
橋（
萬
世
橋
）」。

こ
の
時
、
招
聘
し
た
時
点
よ
り
倍
額

近
く
に
ま
で
給
金
を
引
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
政
府
が
勘

五
郎
の
技
術
の
高
さ
を
認
め
、
す
ぐ

さ
ま
評
価
を
改
め
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
し
て
八
代
の
石
工
の
名
声
は
不

動
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

明
治
政
府
を
感
嘆
さ
せ
た
当
代
一
の
石
匠

鹿
児
島
人
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
続
け
る
名
工

上京した際に撮影された橋本勘五郎の肖像写真

橋本勘五郎が明治政府に呼ばれ架橋に携わった
江戸橋（現存しない）の設計図。勘五郎帰熊後に
完成した

通潤橋

霊台橋

ご  

せ
っ
き
ょ
う

石橋記念公園。三五郎が建設した西田橋など
３橋を移築・復元している。西田橋は鹿児島
城（鶴丸城）の表玄関として豪華に造られ、篤
姫も江戸城への輿入れの際に渡ったという

■岩永三五郎の墓
熊本県八代市鏡町鏡村豊原

種
山
石
工
の
開
祖 

レ
ジ
ェ
ン
ド
・
オ
ブ
・
石
工

　

日
本
で
初
め
て
建
設
さ
れ
た
石
造

り
ア
ー
チ
橋
は
、
長
崎
の
眼
鏡
橋
（
長

崎
市
魚
の
町
）で
あ
る
。１
６
３
４（
寛

永
11
）
年
の
長
崎
。
明
か
ら
渡
来
し

た
興
福
寺
の
二
代
目
住
職
・
黙
子
如

上
が
指
揮
を
執
り
、
中
国
の
石
橋
建

設
の
技
術
を
ベ
ー
ス
に
橋
を
完
成
さ

せ
た
。
そ
の
技
術
に
感
動
し
出
島
に

出
入
り
す
る
外
国
人
か
ら
建
築
法
の

基
礎
と
な
る
円
周
率
の
計
算
法
を
学

ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
、
長
崎

奉
行
所
に
勤
め
て
い
た
林
七
だ
。当
時
、

外
国
人
と
の
個
人
的
な
接
触
は
長
崎

の
役
人
と
い
え
ど
も
ご
法
度
。
奉
行

所
に
目
を
付
け
ら
れ
た
林
七
は
長
崎

か
ら
逃
げ
出
し
、
種
山
村
（
現
・
八

代
市
東
陽
町
）
へ
流
れ
着
い
た
と
の

言
い
伝
え
が
地
域
に
残
さ
れ
る
。「
種

山
林
七
」と
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
石

工
の
技
術
を
習
得
、
子
孫
や
弟
子
に

ア
ー
チ
橋
の
工
法
を
伝
え
た
と
い
う

伝
説
の
男
。
橋
本
勘
五
郎
は
林
七
の

孫
に
あ
た
る
。
林
七
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
史
実
ば
か

り
で
は
な
い
の
で
真
偽
は
不
明
だ
が
、

ロ
マ
ン
の
あ
る
話
だ
。

日本初の石造りアーチ橋、長崎市中
島川に架かる眼鏡橋

も
く  

す   

に
ょ

り
ん 

し
ち

八代 

じ
ょ
う

つ
う
じ
ゅ
ん
き
ょ
う

れ
い
だ
い
き
ょ
う

し
ょ
う
へ
い

か
ん  

だ   

す
じ 

か
い  

め
が
ね  

ば
し

お　

け　

だ
け
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八代市内のめがね橋の中でも大きなもの
で、橋本勘五郎の父・橋本嘉八により
1848（嘉永元）年に建設されたと伝わる。
橋の名前通り、野生の鹿が橋を渡ることも
■熊本県八代市東陽町河俣

橋本勘五郎（建設当時：丈八）により明治期に建設されたといわれている。笠松橋公園として整備されて
いるので訪れやすく写真愛好家にも人気の撮影スポット　
■熊本県八代市東陽町河俣
（写真右）秋が深まると橋のたもとの大銀杏が鮮やかに色づく
（写真左）切り出した石の形を選別し組み合わせる。苔むしたいぶし銀の雰囲気が素敵

1849（嘉永２）年架橋。地域総出で建設された集落を繋ぐ橋で、現在も生
活道として活躍している。小さい橋ながら欄干まで造られていて、当時の人
たちにとって大事な橋だったことがわかる
■熊本県八代市坂本町中谷い小崎
（写真上右）洗練されているわけではない素朴で可愛い欄干。村人たちが自
らの手で完成させた深い愛情が見える
（写真上左）橋のたもとにある石造の看板。「この橋車通るべからず」と刻ま
れている。後年、馬車や荷車などが頻繁に往来するようになってから建てら
れたもの

鹿 路 橋

小崎眼鏡橋

笠 松 橋

ろく　　　ろ

めがね橋百景
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石の町の

石工の郷・東陽町から始まり伝説の石工たちの軌跡を追ってきたが、そもそも八代市でめがね橋を含む石造り文
化が発展した背景には何があるのだろう？その理由を探るため、八代市立博物館未来の森ミュージアムの鳥津亮
二さんに質問してみよう。

八代市で石造り文化が
発展したのは何故ですか？

材料となる石材は、
どこから運ばれたのですか？

どうして水害の多い土地に
街づくりを行う必要があったのでしょう？

めがね橋は石工たちが建造した大いなる財産ですが、それは彼らが行った
事業のほんの一部です。石工たちが担っていたのは、もともと主に八代地域
の大規模な干拓工事。それに伴い水路や樋門を頑丈な石で築く必要があっ
たため、八代地域では石を材料とした土木工事が活発に行われました。干拓
工事だけでなく、球磨川・氷川流域は水害の頻度が高いため、土木工事の
数が他地域と比較して多く、石
を扱う技術が向上していったの
でしょう。めがね橋を作るには、
石工としての高い技術が必要と
なりますが、経験豊富な八代地
域の石工たちだったからこそ多
くの橋を建設することが可能
だったといえるかもしれません。

これも石造り文化の発展に欠かせない要因ですが、八代地域で
は、石の建造物の材料となる凝灰岩や石灰岩が豊富に産出され
ていたのです。阿蘇山の活発な火山活動により大昔に堆積した
阿蘇溶結凝灰岩が地層の隆起により地表近くに露表している場
所が数多くあり、人々は建設地のそばで切り出して石材として使
用することができました。この地形的優位性も、八代の土木工事
の発展を大きく支えた重要ポイントです。

当時、石工たちはどのような
評価を受けていたのでしょう？

石工といっても、歴史に名前が残っているのはごく一部の棟梁だ
け。あとは地域の人たちが総出で工事にあたっていましたから、
石工と呼ばれる人たち全体が特別な評価を得ていたわけではな
いと思います。現代の私たちが、有名建築家の名前は知っていて
も現場で働く建設作業員ひとりひとりのことは知らないのと同
じですよ。ただ世に不可欠な仕事であることは今も昔も変わりま
せん。こうした名もなき石工たちによって八代の石造り文化は成
熟していきました。

八代市は、球磨川の流れがすべて集中する河口という土地柄、大雨や台風に
よる水害には常に悩まされてきた場所。それでも江戸時代以降、精力的に堤
防や干拓工事を行って都市を築き上げた理由は、それだけこの土地が権力者
たちに重要視されていたからです。古くから東アジアとの交易も行われた海運
拠点の八代港を有し、肥後と薩摩を結ぶ交通・物流の要所でもある、さらに江
戸時代、中央政権にとっては薩摩に対する前衛基地としても八代の地は重要
だったのです。現代も九州全体の交通・物流の要であり続けている点を
見ると、八代市の地理的優位性の高さは普遍的なのだと思います。そ
んな八代市に安全な都市を築くため、頑丈な石を使った土木建築技
術が発展し、その発展した技術でめがね橋などの石の建造物が
造られていきました。

八代市立博物館
未来の森ミュージアム

鳥津 亮二さん

八代平野は 2/3 が干拓によって生まれたといわ
れる

石匠館のある八代市東陽町内の山中に石切場の
跡である石垣が残る

■八代市立博物館未来の森ミュージアム
熊本県八代市西松枝城町 12・35
☎0965・34・5555
大人 310 円、高大生 200 円、中学生以下無料
休館日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
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出し物のひとつ「亀蛇（きだ）」。亀と
蛇が合体した想像上の生き物で、妙
見神が亀蛇の背に乗り中国から海
を渡ってきたという伝説に因む。動
かす際は甲羅部分に４人が入って支
え、１人が首を持ち上下に動かす。八
代では「ガメさん」と呼ばれ愛される
存在

■ お祭りでんでん館（八代市民俗伝統芸能伝承館）
熊本県八代市西松江城町 1・47　☎0965・37・8737　大人 300 円、高大生 200 円、中学生以下無料　休館日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

■八代神社（妙見宮）
熊本県八代市妙見町 405
☎0965・32・5350

3
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石橋公園

石匠館
［P4］

橋本勘五郎の墓
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■45
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大鞘樋門群［P20］

岩永三五郎の墓
［P8］

徳渕の津跡
［P20］

八代城跡
［P20］

八代神社（妙見宮）
［P13］

八代市立博物館
未来の森ミュージアム

［P11］
お祭りでんでん館

（八代市民俗伝統芸能伝承館）
［P13］

旧郡築新地甲号
樋門［P18］

■21

■糸原橋
■落合橋
■たけのこ橋
■高原橋［P5］
■土生谷川橋
■沢無田橋
■古閑橋
■広瀬橋
■中尻橋
■小谷橋
■鑑内橋
■下深水上橋
■小崎眼鏡橋［P9］
■茶碗焼橋
■敷川内橋
■藤本天満宮橋
■床並めがね橋
■新免眼鏡橋
■赤松第一号眼鏡橋［P6］
■大平古橋
■大平新橋
■小藪眼鏡橋
■須田眼鏡橋

■本屋敷橋
■塩平橋
■平山橋
■椎屋橋
■五反田水路橋
■白髪岳天然石橋［P3］
■大久保自然石橋
■鍛冶屋上橋［P8］
■鍛冶屋中橋
■鍛冶屋下橋
■重見橋
■新開橋

■松山橋
■仁田尾橋
■館原橋
■岩本橋
■今屋敷橋
■鶴下村中橋
■山口橋
■谷川橋［P5］
■蓼原橋
■美生橋
■笠松橋［P1、10］
■鹿路橋［P9］
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■蓼原（たでわら）橋

■新開橋

■小藪目鑑橋

■たけのこ橋3

22

35

44

毎年 11月 22 日、23 日の 2 日間にわたって行われる八代神社（妙見宮）
の祭礼。神幸行事のメインのひとつである 23 日の「お上り」では、獅子を
先頭に傘鉾や神馬、甲冑武者、亀蛇、流鏑馬など絢爛豪華な出し物の行列
が続く。祭りの日程は大正 11年より２日間に延長されているが出し物の
華やかさや規模は江戸時代から変わることなく受け継がれている。石を
使った干拓工事で大いに栄えた八代。その経済的余裕が、豪華な出し物
の奉納を可能にしたのだろう。

（写真右）祭りの映像を立体的に放映する「お祭り体験シアター」で、傘鉾の実物展示が行われている。通常は解体して
保管されているが、交代で１基を組み上げ展示　（写真中）２階展示室では豪華な刺繍が施された傘鉾の水引幕や江
戸時代に造られた木彫りの装飾を間近に見ることができる　（写真左）エントランスに展示されている飛び出す絵本。
八代市内の祭りや踊りなどを楽しみながら学ぼう

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

八
代
妙
見
祭

奉納される「傘鉾」は、
「菊慈童（きくじどう）」
を先頭に全部で９基。
江戸時代に造られ各
町によって守り継がれ
ている。台車を合わせ
て高さ約５メートル。
金属の釘を１本も使
用せず組み立てられて
いる

のぼ

かさ ぼこ しん め き　だ や ぶ さ め

楽
し
く
学
ぶ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

「
お
祭
り
で
ん
で
ん
館（
八
代
市
民
俗
伝
統
芸
能
伝
承
館
）」

八代城跡そば、2021年にオープンした八代市民俗伝統芸能伝承館、通称・お祭りでんでん館。ここでは妙見祭の歴
史や神幸行列の成り立ちなどが映像や展示で紹介されている。うねるような屋根の形は妙見祭の出し物を表現してお
り、エントランス（無料ゾーン）では伝統芸能をテーマにした飛び出す絵本の展示、タッチパネル形式のデジタル絵巻
などを自由に見ることができる。展示の目玉は、実際に妙見祭で奉納されている傘鉾の実物展示と、三方向から立体
的に映像を放映する「お祭り体験シアター」。また、妙見祭だけではなく八代市内で守り継がれている祭りや神楽など
の伝統芸能の数々、日本遺産「八代を創造した石工たちの軌跡～石工の郷に息づく石造りのレガシー～」についても
紹介している。

Topics！

館内エントランスホールの壁
には、江戸時代後期に制作さ
れた「妙見祭礼絵巻（八代神
社所蔵）」の一部が描かれて
いる。敷地内の広場では各種
イベントなども催される

たがや
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「
世
界
は
神
が
作
っ
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
は
オ
ラ

ン
ダ
人
が
作
っ
た
」。
国
土
の
１
/
５
が
干
拓
地

の
オ
ラ
ン
ダ
の
誇
り
と
愛
国
心
を
象
徴
す
る
言
葉

だ
が
、
平
野
部
の
お
よ
そ
２
/
３
が
干
拓
地
と
い

う
熊
本
県
八
代
市
に
も
こ
の
言
葉
が
当
て
は
ま
る
。

八
代
海
に
注
ぎ
込
む
球
磨
川
の
河
口
部
に
位
置
す

る
八
代
市
。
九
州
新
幹
線
の
車
窓
か
ら
広
大
な
八

代
平
野
を
見
て
、
こ
こ
が
か
つ
て
海
の
底
だ
っ
た

こ
と
を
誰
が
予
想
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

八
代
平
野
は
、
球
磨
川
や
氷
川
な
ど
の
河
口
部

に
生
ま
れ
る
三
角
州
・
扇
状
地
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
い
る
。
な
か
で
も
日
本
三
大
急
流
の
ひ
と
つ

に
数
え
ら
れ
る
球
磨
川
は
、
人
吉
盆
地
を
貫
流
し

八
代
に
肥
沃
な
土
を
運
ん
で
く
る
。
河
口
部
分
で

は
広
大
な
干
潟
が
形
成
さ
れ
自
然
陸
地
化
。
さ
ら

に
人
の
手
に
よ
る
小
規
模
な
新
地
開
発
が
行
わ
れ
、

八
代
平
野
は
徐
々
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が

大
規
模
化
し
た
の
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
。

　

誰
が
干
拓
を
行
っ
た
の
か
は
諸
説
あ
る
が
、
加

藤
清
正
築
造
と
言
わ
れ
て
い
る
新
地
開
発
は
１
６

０
８
（
慶
長
13
）
年
に
始
ま
る
。
加
藤
氏
時
代
に

約
１
６
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
干
拓
に
よ
り
陸
地
化
、

細
川
氏
時
代
に
入
る
と
約
２
０
０
年
間
で
４
０
０

０
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
が
干
拓
に
よ
り
陸
地
化
し
て

い
る
。
東
京
ド
ー
ム
の
敷
地
に
換
算
し
て
８
５
５

個
分
以
上
。
当
然
、
大
規
模
な
干
拓
工
事
に
は
相

応
の
費
用
と
人
材
が
投
入
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ

だ
け
の
土
地
を
山
を
拓
か
ず
に
開
発
が
出
来
た
の

だ
か
ら
、
沃
土
を
運
ん
で
く
れ
る
球
磨
川
の
恩
恵

が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
分
か
る
。
明
治
以
降

も
干
拓
工
事
は
継
続
さ
れ
、
現
在
の
八
代
平
野
が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
い
く
ら
球
磨
川
が

肥
沃
な
土
を
無
尽
蔵
に
運
ん
で
く
れ
る
と
は
い
え
、

干
拓
の
た
め
に
は
堤
防
を
築
き
海
を
堰
き
止
め
、

用
水
路
を
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
せ
て
地
中

の
塩
分
を
抜
く
と
い
う
大
掛
か
り
な
土
木
工
事
が

必
要
と
な
る
。
そ
し
て
干
拓
に
よ
る
新
地
開
発
が

こ
の
地
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
現
在
の
八
代

市
を
巡
り
、
当
時
の
土
木
技
術
力
に
触
れ
て
み
よ

う
。

球磨川河口に広がる干潟。越冬する渡り鳥など野鳥
が集まるため、バードウォッチングを楽しむ愛好家
たちに人気のスポット

 八代、
干拓の地を

巡る

や
つ 

し
ろ

く  

ま

よ
く  

ど
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八
代
海
で
干
拓
工
事
が
成
功
し

た
の
に
は
秘
密
が
あ
る
と
い
う
。

訪
れ
た
の
は
、
球
磨
川
河
口
の
堤

防
か
ら
わ
ず
か
数
メ
ー
ト
ル
の
場

所
に
あ
る
水
島
。
小
さ
な
島
に
は

龍
神
を
祀
る
小
さ
な
神
社
が
建
て

ら
れ
て
お
り
、
桟
橋
を
渡
っ
て
上

陸
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
実
際
に

渡
っ
て
み
る
と
、
水
島
が
石
で
構

成
さ
れ
て
い
る
小
島
だ
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
。
こ
の
石
は
城
郭
な

ど
に
も
使
わ
れ
る
頑
丈
な
石
灰
岩
。

そ
の
特
徴
で
あ
る
白
い
岩
肌
が
露

頭
し
て
い
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
石

灰
岩
の
埋
ま
っ
て
い
る
地
層
ま
で

掘
り
進
め
て
採
取
す
る
労
力
が
必

要
だ
が
、
地
層
が
う
ね
る
よ
う
に

隆
起
し
て
い
る
こ
と
で
石
灰
岩
が

自
然
と
露
頭
。
採
集
も
工
事
現
場

ま
で
の
運
搬
も
船
で
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
す
べ
て
人
力
で
工
事
を

行
う
当
時
に
お
い
て
は
非
常
に
あ

り
が
た
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
採

取
さ
れ
た
石
材
は
船
で
す
ぐ
そ
ば

の
干
拓
地
の
現
場
に
運
ば
れ
、
波

を
受
け
て
も
風
化
し
な
い
堤
防
の

石
垣
と
な
っ
た
。
八
代
海
を
見
渡

す
と
水
島
の
よ
う
な
小
島
が
い
く

つ
も
八
代
海
に
点
在
し
て
い
る
の

が
分
か
る
。
な
か
に
は
干
拓
地
に

水島。新地開発の際に干拓
地に取り込まれる予定だっ
たが、有名な景勝地である
ことから計画を変更。島を
残して干拓が行われた
■熊本県八代市植柳下町
字水島 50

八
代
の
干
拓
工
事
を
成
功
に
導
い
た
も
の

取
り
込
ま
れ
て
陸
続
き
と
な
っ
た

島
も
あ
る
と
い
う
。

　

次
に
訪
れ
た
の
は
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
い
く
つ

も
建
造
さ
れ
た
石
の
樋
門
だ
。
樋

門
と
い
う
言
葉
に
聞
き
馴
染
み
が

な
け
れ
ば
、
水
門
と
理
解
し
て
ほ

し
い
。
八
代
海
の
干
拓
工
事
は
、

大
潮
の
日
、
海
水
が
大
き
く
引
い

て
い
る
間
を
狙
っ
て
干
潟
に
堤
防

を
築
く
。
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
堤

防
の
内
側
に
も
海
水
が
残
っ
て
い

る
が
、
堤
防
に
作
ら
れ
た
樋
門
は

陸
か
ら
海
へ
向
か
う
力
で
開
き
、

逆
に
海
か
ら
陸
へ
押
し
寄
せ
る
力

で
閉
じ
る
た
め
、
海
水
が
戻
っ
て

く
る
の
を
防
ぎ
干
潟
を
陸
地
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
水
島
か

ら
車
で
15
分
ほ
ど
の
場
所
に
あ
る

大
鞘
樋
門
群
。
門
の
周
囲
を
固
め

る
石
灰
岩
の
石
垣
が
美
し
く
積
み

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
両
隣
に
は
民

家
が
見
え
る
が
、
か
つ
て
は
樋
門

が
ス
ム
ー
ズ
に
開
閉
で
き
る
よ
う

管
理
す
る
役
割
の
人
が
住
ん
で
い

た
と
い
う
。
こ
の
樋
門
の
特
徴
は
、

城
郭
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
巨
石
を

用
い
た
堅
牢
さ
だ
。
球
磨
川
の
氾

濫
と
共
に
生
き
て
き
た
八
代
の
人

た
ち
は
、
干
拓
工
事
に
加
え
て
堤

防
の
補
強
や
氾
濫
し
た
川
の
護
岸

工
事
な
ど
、
他
の
地
域
と
比
べ
る

と
圧
倒
的
に
土
木
工
事
を
行
う
頻

度
が
高
か
っ
た
。
よ
り
頑
丈
さ
を

求
め
て
石
の
加
工
技
術
も
発
達
し

た
の
だ
ろ
う
。
美
し
く
切
り
揃
え

ら
れ
た
樋
門
の
石
積
み
に
、
こ
の

地
で
生
き
る
人
々
の
試
行
錯
誤
が

水島には石灰岩がゴロゴロと転がっている。
神社から島に下りることが出来るが、足元に
は注意

見
え
る
よ
う
だ
。

　

で
は
実
際
に
干
拓
に
よ
り
生
ま

れ
た
農
地
へ
行
っ
て
み
よ
う
。
こ

こ
は
干
拓
の
父
と
呼
ば
れ
る
江
戸

後
期
の
惣
庄
屋
・
鹿
子
木
量
平

（
P
22
）
が
祀
ら
れ
た
文
政
神
社
だ
。

大
き
な
銀
杏
の
木
が
そ
び
え
て
い

る
神
社
な
の
に
落
ち
葉
は
き
れ
い

に
掃
き
清
め
ら
れ
て
い
て
、
現
在

も
量
平
が
地
域
の
人
た
ち
に
大
切

に
さ
れ
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。

こ
の
場
所
は
、
量
平
が
指
揮
を
執
っ

た
３
度
の
大
規
模
干
拓
工
事
の
中

心
地
。
境
内
に
立
て
ば
、
目
の
前

に
平
坦
な
農
地
が
広
が
る
。
勾
配

の
な
い
平
坦
な
干
拓
地
に
水
を
送

る
た
め
、
八
代
を
挟
む
よ
う
に
流

れ
る
球
磨
川
と
氷
川
か
ら
山
沿
い

に
用
水
路
の
主
流
が
築
か
れ
た
。

そ
し
て
主
流
か
ら
海
側
に
広
が
る

干
拓
農
地
へ
支
流
が
引
か
れ
、
平

野
全
体
を
潤
し
た
の
だ
。
水
を
縦

横
無
尽
に
走
ら
せ
る
用
水
路
建
築

は
、
八
代
の
高
い
土
木
技
術
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
実
現
し
た
も
の
と
い

え
る
。

（写真上）八代市鏡支所の館内には干拓工事の様
子を描いた『汐留図』を陶板にして展示している

（写真下）『汐留図（部分）』個人蔵（写真提供：八
代市立博物館）
■熊本県八代市鏡町内田 453・1

ひ   

も
ん

お  

ざ
や

ひ   

も
ん  

ぐ
ん

（写真右）旧郡築新地甲号樋門（きゅうぐんちくしんちこうごうひもん）。明治時代に建造された樋門。美しい 10 連アーチが特徴
（写真左上）大鞘樋門群（おざやひもんぐん）、殻樋（からひ）。1819（文政 2）年、鹿子木量平による大規模干拓の際に設けられた
（写真左下）大鞘樋門群、二番樋（にばんひ）。通常は城郭に使われるような巨石を加工している
■旧郡築新地甲号樋門　熊本県八代市郡築三番町
■大鞘樋門群　熊本県八代市鏡町両出／八代市千丁町古閑出
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八
代
海
で
干
拓
工
事
が
成
功
し

た
の
に
は
秘
密
が
あ
る
と
い
う
。

訪
れ
た
の
は
、
球
磨
川
河
口
の
堤

防
か
ら
わ
ず
か
数
メ
ー
ト
ル
の
場

所
に
あ
る
水
島
。
小
さ
な
島
に
は

龍
神
を
祀
る
小
さ
な
神
社
が
建
て

ら
れ
て
お
り
、
桟
橋
を
渡
っ
て
上

陸
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
実
際
に

渡
っ
て
み
る
と
、
水
島
が
石
で
構

成
さ
れ
て
い
る
小
島
だ
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
。
こ
の
石
は
城
郭
な

ど
に
も
使
わ
れ
る
頑
丈
な
石
灰
岩
。

そ
の
特
徴
で
あ
る
白
い
岩
肌
が
露

頭
し
て
い
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
石

灰
岩
の
埋
ま
っ
て
い
る
地
層
ま
で

掘
り
進
め
て
採
取
す
る
労
力
が
必

要
だ
が
、
地
層
が
う
ね
る
よ
う
に

隆
起
し
て
い
る
こ
と
で
石
灰
岩
が

自
然
と
露
頭
。
採
集
も
工
事
現
場

ま
で
の
運
搬
も
船
で
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
す
べ
て
人
力
で
工
事
を

行
う
当
時
に
お
い
て
は
非
常
に
あ

り
が
た
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
採

取
さ
れ
た
石
材
は
船
で
す
ぐ
そ
ば

の
干
拓
地
の
現
場
に
運
ば
れ
、
波

を
受
け
て
も
風
化
し
な
い
堤
防
の

石
垣
と
な
っ
た
。
八
代
海
を
見
渡

す
と
水
島
の
よ
う
な
小
島
が
い
く

つ
も
八
代
海
に
点
在
し
て
い
る
の

が
分
か
る
。
な
か
に
は
干
拓
地
に

取
り
込
ま
れ
て
陸
続
き
と
な
っ
た

島
も
あ
る
と
い
う
。

　

次
に
訪
れ
た
の
は
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
い
く
つ

も
建
造
さ
れ
た
石
の
樋
門
だ
。
樋

門
と
い
う
言
葉
に
聞
き
馴
染
み
が

な
け
れ
ば
、
水
門
と
理
解
し
て
ほ

し
い
。
八
代
海
の
干
拓
工
事
は
、

大
潮
の
日
、
海
水
が
大
き
く
引
い

て
い
る
間
を
狙
っ
て
干
潟
に
堤
防

を
築
く
。
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
堤

防
の
内
側
に
も
海
水
が
残
っ
て
い

る
が
、
堤
防
に
作
ら
れ
た
樋
門
は

陸
か
ら
海
へ
向
か
う
力
で
開
き
、

逆
に
海
か
ら
陸
へ
押
し
寄
せ
る
力

で
閉
じ
る
た
め
、
海
水
が
戻
っ
て

く
る
の
を
防
ぎ
干
潟
を
陸
地
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
水
島
か

ら
車
で
15
分
ほ
ど
の
場
所
に
あ
る

大
鞘
樋
門
群
。
門
の
周
囲
を
固
め

る
石
灰
岩
の
石
垣
が
美
し
く
積
み

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
両
隣
に
は
民

家
が
見
え
る
が
、
か
つ
て
は
樋
門

が
ス
ム
ー
ズ
に
開
閉
で
き
る
よ
う

管
理
す
る
役
割
の
人
が
住
ん
で
い

た
と
い
う
。
こ
の
樋
門
の
特
徴
は
、

城
郭
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
巨
石
を

用
い
た
堅
牢
さ
だ
。
球
磨
川
の
氾

濫
と
共
に
生
き
て
き
た
八
代
の
人

た
ち
は
、
干
拓
工
事
に
加
え
て
堤

防
の
補
強
や
氾
濫
し
た
川
の
護
岸

工
事
な
ど
、
他
の
地
域
と
比
べ
る

と
圧
倒
的
に
土
木
工
事
を
行
う
頻

度
が
高
か
っ
た
。
よ
り
頑
丈
さ
を

求
め
て
石
の
加
工
技
術
も
発
達
し

た
の
だ
ろ
う
。
美
し
く
切
り
揃
え

ら
れ
た
樋
門
の
石
積
み
に
、
こ
の

地
で
生
き
る
人
々
の
試
行
錯
誤
が

見
え
る
よ
う
だ
。

　

で
は
実
際
に
干
拓
に
よ
り
生
ま

れ
た
農
地
へ
行
っ
て
み
よ
う
。
こ

こ
は
干
拓
の
父
と
呼
ば
れ
る
江
戸

後
期
の
惣
庄
屋
・
鹿
子
木
量
平

（
P
22
）
が
祀
ら
れ
た
文
政
神
社
だ
。

大
き
な
銀
杏
の
木
が
そ
び
え
て
い

る
神
社
な
の
に
落
ち
葉
は
き
れ
い

に
掃
き
清
め
ら
れ
て
い
て
、
現
在

も
量
平
が
地
域
の
人
た
ち
に
大
切

に
さ
れ
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。

こ
の
場
所
は
、
量
平
が
指
揮
を
執
っ

た
３
度
の
大
規
模
干
拓
工
事
の
中

心
地
。
境
内
に
立
て
ば
、
目
の
前

に
平
坦
な
農
地
が
広
が
る
。
勾
配

の
な
い
平
坦
な
干
拓
地
に
水
を
送

る
た
め
、
八
代
を
挟
む
よ
う
に
流

れ
る
球
磨
川
と
氷
川
か
ら
山
沿
い

に
用
水
路
の
主
流
が
築
か
れ
た
。

そ
し
て
主
流
か
ら
海
側
に
広
が
る

干
拓
農
地
へ
支
流
が
引
か
れ
、
平

野
全
体
を
潤
し
た
の
だ
。
水
を
縦

横
無
尽
に
走
ら
せ
る
用
水
路
建
築

は
、
八
代
の
高
い
土
木
技
術
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
実
現
し
た
も
の
と
い

え
る
。

干拓の父・鹿子
木量平を祀った
文 政 神 社。周囲
には稲やい草の
農地が広がる
■熊本県八代市
鏡町両出

『文政七年八代御巡検道筋図』八代市立
博物館所蔵。黄色部分が干拓地。球磨川と
氷川から用水路が山際に沿って引かれて
いる（編集部で一部加工）

球磨川から水を引き入れる用水路の入口

か
な　

こ　

 

ぎ

り
ょ
う
へ
い

水島

八代
氷川

球磨川

上天草

用水路

薩摩街道

八代海

干拓地（黄色部分）

白く美しい石垣から「白鷺（しらさ
ぎ）城」とも呼ばれた。熊本地震の際
に一部が崩落したが、現在は修復さ
れている
■八代城跡  熊本県八代市松江城
町 7・34

■美生（びしょう）の棚田
熊本県八代市東陽町河俣美生 ※棚田は私有地なので中に入るなどのマナー違反は禁物

1619（元和 5）年当時の八代城（現・麦島城跡）が地震で崩壊したため、一国一城令の特例として
1622（元和 8）年に築城された八代城。大天守は築城から50 年後に落雷により消失し、その後
は再建されることなく現在に至る。石垣は近隣から産出する石灰岩が主に使用されており、白く美
しい石肌が現在も見える。城内で足元を見ても石灰岩が数多く残されている。周囲の水堀は球磨
川の流れを引き込んだもので、水が循環するため常にきれいな水が湛えられている。

種山地域（現・東陽町）には地形を利用した美しい石積みの棚田が残り、現在も
地域の人たちに活用されている。石工たちの仕事が人々の暮らしを支え続けてく
れている証だ。現在は生姜の栽培が盛んに行われ、地域の特産品となっている。

八代城跡から球磨川へは旧薩摩街道が真っ直ぐに伸
び、その先に石工たちが築いた堤防、船着き場があっ
た。現在目にすることができる「徳渕の津跡（写真
右）」は、八代城と同じく石灰石が使われている。他に
も現在の町を歩けば、駐車場の石垣（写真左）や堤防
跡など、至る所に石工たちの仕事が残る。

八
代
城

城
下
町

棚田

石工たちの
足 跡

長い年月をかけて八代の地で行われてきた干拓工事。大いなる干潟を有
する八代ならではの事業は、広大な耕作地を生み出しただけでなく土木
工事技術を大きく向上させた。磨き上げられた石工たちの技の数々は、現
在の八代市内の市街地や山間部など様々な所で見つけることができる。
削り出した石の表面に、重ねた石垣の重厚さに見える、街づくりへの情
熱。石工たちが残した重要なレガシーを探しに、八代市へ出かけよう。
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窮
地
を
救
う
た
め
の
キ
ー
マ
ン

　

量
平
は
１
８
０
５
（
文
化
２
）
年

に
「
百
町
新
地
」
と
呼
ば
れ
る
お
よ
そ

90
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
干
拓
工
事
を
成
功

さ
せ
る
。
こ
の
功
績
に
よ
り
細
川
家

の
信
頼
を
得
た
量
平
は
、
藩
営
の
大

規
模
干
拓
工
事
を
任
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
彼
は
元
々
土
木
工
事
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
量
平
は
八
代
で
は
な
く
熊
本
の
生
ま

れ
で
す
。
庄
屋
と
し
て
村
民
た
ち
の

暮
ら
し
を
守
り
、
飢
饉
や
〝
島
原
大

変
・
肥
後
迷
惑
〞
と
言
わ
れ
た
雲
仙

岳
噴
火
の
時
は
民
衆
の
救
済
に
奔
走
。

藩
か
ら
も
一
目
置
か
れ
て
い
た
人
物

で
す
。
そ
ん
な
量
平
が
、
肥
後
国
一

番
の
貧
地
と
言
わ
れ
た
八
代
の
野
津

手
永
（
細
川
藩
独
自
の
行
政
区
分
。
郡

よ
り
小
さ
く
村
よ
り
大
き
い
規
模
で
、

領
主
の
惣
庄
屋
に
は
あ
る
程
度
の
自

治
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
）
へ
抜
擢

さ
れ
た
の
は
、
藩
の
財
政
立
て
直
し

と
食
糧
不
足
と
い
う
問
題
を
解
決
し

て
ほ
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
量
平

が
惣
庄
屋
（
手
永
の
管
理
を
す
る
役

人
）
と
し
て
干
拓
を
成
功
さ
せ
た
の

を
見
て
、
細
川
氏
は
藩
営
の
干
拓
工

事
を
一
任
し
ま
し
た
」。

高
い
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
力
で

民
衆
を
動
か
す

　

数
々
の
大
規
模
な
干
拓
工
事
を
成

功
に
導
い
た
量
平
だ
が
、
彼
自
身
は

石
工
や
大
工
の
棟
梁
で
は
な
く
現
場

の
指
揮
を
執
る
総
監
督
の
よ
う
な
立

場
。
実
際
に
石
工
の
技
術
を
身
に
付

け
て
い
た
の
は
、
量
平
の
息
子
で
あ

る
謙
之
助
だ
っ
た
と
い
う
。

「
量
平
は
、
高
い
技
術
を
持
つ
石
工
集

団
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
て
い
た
備

前
石
工
の
も
と
へ
謙
之
助
を
派
遣
し
、

学
ば
せ
ま
し
た
。
父
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
計
画
を
練
り
、
息
子
が
現
場
を

ま
と
め
る
。
そ
れ
が
鹿
子
木
量
平
・

干
拓
工
事
が
積
極
的
に
行
わ
れ
始
め
た
の
は
加
藤
清
正
が
肥
後
国
領
主
と
し
て
入

国
し
た
江
戸
時
代
か
ら
だ
。後
に
細
川
氏
が
藩
主
と
な
っ
て
以
降
も
大
規
模
干
拓

は
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
。い
く
つ
も
の
干
拓
工
事
を
成
功
に
導
き
細
川
家

か
ら
も
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
が
、鹿
子
木
量
平
で
あ
る
。「
干
拓
の
父
」と
呼

ば
れ
、文
政
神
社
に
も
神
様
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
量
平
。彼
は
そ
の
生
涯
で
何
を

遺
し
た
の
か
。八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
学
芸
員
・
鳥
津
亮

二
さ
ん
に
尋
ね
て
み
た
。

 

干
拓
の
神
と
な
っ
た
男

鹿
子
木 
量
平

　
　
　
　
　
　

１
７
５
３（
宝
暦
３
）年 

― 

１
８
４
１（
天
保
12
）年

謙
之
助
親
子
の
ス
タ
イ
ル
で
す
。
謙

之
助
が
石
工
同
士
の
交
流
を
深
め
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
八
代
で
樋

門
を
作
る
際
に
は
備
前
石
工
が
技
術

協
力
を
し
て
く
れ
た
よ
う
で
す
」
と

鳥
津
さ
ん
。
さ
ら
に
量
平
の
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
力
は
、
あ
る
人
物
の
後
の

評
価
に
も
影
響
を
与
え
た
の
だ
と
か
。

「
実
は
量
平
は
、
築
城
の
名
手
と
い
わ

れ
た
加
藤
清
正
を
深
く
尊
敬
し
て
お

り
、
大
き
な
干
拓
工
事
の
前
に
は
成

功
祈
願
を
し
て
い
ま
し
た
。
成
功
の

お
礼
と
し
て
清
正
を
祀
っ
た
貝
洲
加

藤
神
社
を
建
立
。
熊
本
に
あ
る
加
藤

清
正
の
菩
提
寺
に
は
、
誰
も
が
驚
く

よ
う
な
巨
石
を
奉
納
し
た
こ
と
も
。
尊

敬
す
る
清
正
に
、
干
拓
に
携
わ
る
自

分
の
仕
事
を
見
て
も
ら
い
た
か
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」。

　

土
木
治
水
の
名
手
と
も
称
え
ら
れ

る
こ
と
の
多
い
加
藤
清
正
だ
が
、
実

は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
浸
透
に
量
平
も

一
役
買
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
量
平
は
、
分
か
り
や
す
く
言
う
と
加

藤
清
正
の
大
フ
ァ
ン
。
清
正
の
功
績

を
讃
え
に
讃
え
た
『
藤
公
偉
業
記
』

と
い
う
本
も
書
い
て
い
ま
す
。
偉
業

記
と
い
う
名
の
通
り
、
清
正
が
手
掛

け
た
と
さ
れ
る
治
水
や
干
拓
事
業
を

絶
賛
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
本

が
当
時
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
ま

す
。
史
実
通
り
か
と
い
う
と
…
少
し

話
を
盛
っ
て
い
る
気
も
し
ま
す
が

（
笑
）、
そ
れ
ほ
ど
憧
れ
の
存
在
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
ブ
ー
ム
が

後
世
の
私
た
ち
の
加
藤
清
正
の
イ

メ
ー
ジ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
部
分

が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。

八代市立博物館 未来の森ミュージアム
学芸員 鳥津 亮二さん

鹿子木量平を祀った文政神社（P19）の隣には鹿子木量平・謙之助
親子の墓碑がある

（写真上）畑の奥の石垣が、鹿子木量平が手掛けた干拓工事の際に作られた七百町新地潮請堤防。現在も
一部が残り町の風景に溶け込んでいる

（写真下左）加藤清正が築いた熊本城（復旧後）。清正は築城だけでなく治水・干拓工事などにも優れた手
腕を発揮した【写真提供：熊本城総合事務所】

（写真下右）八代市内にある貝洲加藤神社。秋季大祭では干拓地の特産物であるい草を使った造り物が
奉納される

か

な

こ

ぎ

 
り
ょ
う
　
　
へ
い

『鹿子木量平像』個人蔵（写真提供：八代市立博物館）

て　

な
が

そ
う
し
ょ
う 

や

■八代市立博物館 未来の森ミュージアム
熊本県八代市西松江城町 12・35　☎0965・34・5555

■貝洲加藤神社
熊本県八代市鏡町貝洲 699
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働
く
人
々
が
生
ん
だ
民
謡

「
大
鞘
節
」

　

茶
摘
み
歌
や
田
植
え
歌
な
ど
、
延
々

と
続
く
肉
体
労
働
の
現
場
で
は
、
作

業
を
ス
ム
ー
ズ
に
し
、
う
っ
憤
を
晴

ら
す
よ
う
な
作
業
歌
が
あ
る
。
作
業

現
場
の
監
督
役
を
揶
揄
し
た
り
、
作

業
の
つ
ら
さ
を
嘆
い
た
り
と
内
容
は

様
々
だ
が
、
八
代
の
干
拓
に
お
い
て

も
「
大
鞘
節
（
大
鞘
名
所
）」
と
い
う

民
謡
が
江
戸
時
代
に
は
誕
生
し
て
い

た
と
言
わ
れ
る
。
歌
詞
は
８
番
ま
で

作
ら
れ
て
い
て
、
飲
み
水
が
少
な
い

こ
と
へ
の
不
満
や
、
出
稼
ぎ
に
き
て

出
逢
っ
た
男
女
の
恋
模
様
な
ど
が
唄

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
民
謡
に
踊
り
が

つ
け
ら
れ
た
の
は
後
年
に
な
っ
て
か

ら
の
こ
と
。
現
在
は
芝
口
大
鞘
節
保

存
会
な
ど
地
域
の
人
々
で
構
成
さ
れ

る
３
団
体
の
保
存
会
に
よ
っ
て
踊
り

継
が
れ
て
い
る
。
鍬
を
持
っ
た
男
役

の
「
潟
切
り
」
と
、
天
秤
棒
を
肩
に
担

い
だ
女
役
の
「
潟
担
」
に
よ
る
息
の

合
っ
た
動
き
が
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
。

勇
壮
な
踊
り
で
祭
り
を
盛
り
上
げ
る

「
芝
口
棒
踊
り
」

　

八
代
の
領
民
に
留
ま
ら
ず
、
海
を

挟
ん
だ
天
草
や
近
隣
の
芦
北
な
ど
か

ら
も
多
く
の
人
が
八
代
へ
入
植
し
、

干
拓
工
事
に
従
事
し
た
。
そ
れ
に
よ

り
他
地
域
の
様
々
な
風
俗
・
文
化
が

八
代
に
流
入
。
こ
の
棒
踊
り
も
収
穫

祭
の
奉
納
踊
り
や
娯
楽
の
た
め
の
踊

り
と
し
て
根
付
い
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
一
度
は
担
い
手
不
足
に
よ
り
廃

れ
た
が
、
昭
和
時
代
に
入
り
復
活
し

て
い
る
。

力
士
の
雄
姿
を
女
性
た
ち
が
伝
え
る

「
女
相
撲
」

　

１
８
５
５
（
安
政
２
）
年
に
行
わ

れ
た
新
田
開
発
の
際
、
海
水
を
遮
る

堤
防
の
造
成
工
事
が
難
航
し
た
。
そ

の
窮
地
を
救
っ
た
の
が
、
近
隣
の
村

か
ら
呼
ば
れ
た
屈
強
な
力
士
た
ち
。

四
股
で
鍛
え
た
足
腰
で
力
強
く
盛
り

土
を
踏
み
固
め
た
お
か
げ
で
無
事
に

堤
防
は
完
成
し
た
と
い
う
。
い
つ
の

頃
か
ら
か
、
そ
の
様
子
を
再
現
し
、

力
士
に
扮
し
た
女
性
た
ち
が
龍
神
社

（
熊
本
県
八
代
市
千
丁
町
古
閑
出
）
の

秋
季
大
祭
に
て
相
撲
を
奉
納
。
土
俵

を
踏
み
固
め
る
地
固
め
の
儀
式
や
相

撲
甚
句
、
取
り
組
み
、
横
綱
の
土
俵

入
り
、
弓
取
式
な
ど
が
行
わ
れ
る
。

八代地域で守り継ぎたい伝統です。

大鞘節に現在の踊りが付けられたのは昭和に入ってか
らのことです。保存会ごとに節回しなどが異なるのも、
地域性が出ていて面白いですよ。私が会長を務める芝
口大鞘節保存会は、60 年ほど前に芝口という地区の
女性たちが立ち上げた団体で、現在は踊り手が10 名、
三味線やお囃子などを合わせて全15名で活動してい
ます。イベントやお祭りなどで踊りを披露していますが、
地域の子どもたちにも指導する機会を作るなど、未来
に伝統を繋ぐ活動も行っていきたいですね。

干拓工事には八代の領民たちだけでなく天草や芦北などからも多くの労働者
が集められた。土を盛り石を積む重労働の日々。人々は労働歌を口ずさみなが
ら作業を進めたという。また労いの宴の余興や娯楽のために独自の踊りが生ま
れることも。そんな干拓工事から生まれた民俗芸能の数々を紹介していこう。

干拓の町に誕生した

女
相
撲

芝
口
棒
踊
り

民俗芸能

芝口大鞘節保存会

八代新地大鞘節保存会

硴原子ども会おざや名所保存会

大
鞘
節

お
　 

ざ
や
　 

ぶ
し

お
　   

ざ
や
　
ぶ
し

く
わ

し　

 

こ

も
う 

じ
ん　

く

す

が
た  

き

し
ば 

ぐ
ち

お
ざ
や 

ぶ
し

が
た
い
な
い

大鞘樋門群（P18）のそばに建つ「大鞘節発祥記念碑」

（芝口大鞘節保存会　会長 宮崎 富子さん）
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（写真上）い草は、米と同じように水田に植え
て栽培する。収穫時期の 7 月頃になると全長
150cm 以上に成長する

（写真下）八代い草の父・岩崎主馬守忠久が
祀られた岩崎神社。春の例大祭ではい草生
産者などが参列し、その年の豊作を祈る

■岩崎神社
熊本県八代市千丁町太牟田

干拓の恵みは現代に続く
人口増加による食糧不足など様々な理由から、干潟を耕作地にするための干拓工事が各時代ごとに行われ、米の
収穫量は増加。干拓地という特性を活かした農産物の栽培も積極的に行われた。その代表格「い草」は生産量日
本一へ。そして、ミネラル豊富な土壌を活かした「トマト」の栽培も盛んに行われている。

　

国
産
畳
の
原
料
と
な
る
い
草

（
畳
表
）の
９
割
は
熊
本
産
で
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
八
代
平
野
で
生

産
さ
れ
て
い
る
。
八
代
で
の
い

草
栽
培
の
歴
史
は
長
い
。
室
町
時

代
、
１
５
０
５
（
永
正
２
）
年
に

八
代
の
上
土
城
（
城
跡
に
現
在
は

岩
崎
神
社
が
建
つ
）
の
城
主
と
な

り
地
域
を
治
め
た
岩
崎
主
馬
守

忠
久
が
、
水
は
け
の
悪
い
八
代
の

土
壌
で
も
栽
培
し
や
す
い
農
作
物

と
し
て
い
草
の
生
産
を
推
奨
し

た
こ
と
に
始
ま
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。
八
代
の
干
拓
地
は
用
水

路
を
整
備
し
球
磨
川
の
水
を
平

地
に
行
き
わ
た
ら
せ
塩
抜
き
を

す
る
こ
と
で
稲
作
も
可
能
な
農

耕
地
と
な
っ
た
が
、
い
草
は
土
壌

の
塩
分
に
も
強
く
、
八
代
の
地
に

適
し
た
作
物
。
江
戸
時
代
に
な
る

と
細
川
藩
に
よ
り
積
極
的
な
い
草

栽
培
の
推
奨
が
行
わ
れ
た
。

　

か
つ
て
畳
は
公
家
や
大
名
な

ど
高
い
身
分
の
者
の
屋
敷
な
ど

に
し
か
使
用
で
き
な
か
っ
た
が
、

江
戸
時
代
以
降
は
住
宅
事
情
も

徐
々
に
変
化
し
、
一
般
家
庭
に

浸
透
し
て
い
っ
た
。
昭
和
時
代

に
入
る
と
畳
を
織
る
機
械
の
登
場

に
よ
り
、
生
産
量
は
急
激
に
増
加
。

需
要
も
大
幅
に
拡
大
し
、
八
代

と
い
う
広
大
な
生
産
地
を
有
す

る
熊
本
産
畳
は
全
国
に
そ
の
名

を
轟
か
せ
て
い
っ
た
。

国
産
畳
の
原
料
、
シ
ェ
ア
９
割
！

塩トマトの中には糖度が
10 度を超えるフルーツ並
みの甘さのものも。八代市
内では特産品のトマトを
使ったケチャップなどの加
工食品やトマトラーメンと
いった名物料理が人気

　

熊
本
県
は
ト
マ
ト
の
生
産
量

日
本
一
。
寒
い
時
期
に
収
穫
さ

れ
る
冬
春
ト
マ
ト
に
つ
い
て
は

８
割
が
八
代
地
域
で
栽
培
さ
れ

て
い
る
。
J
A
や
つ
し
ろ
の
ブ
ラ

ン
ド
『
は
ち
べ
え
ト
マ
ト
』
は
甘

み
が
強
い
と
評
判
だ
が
、
土
中
の

塩
分
濃
度
の
高
い
地
域
で
は
さ
ら

に
甘
み
の
強
い
『
塩
ト
マ
ト
』
が

栽
培
さ
れ
て
い
る
。
ト
マ
ト
が
土

に
根
を
張
り
成
長
す
る
際
、
塩
分

濃
度
の
高
い
土
壌
だ
と
吸
い
上
げ

る
水
の
量
が
少
な
く
な
る
。
成
る

実
の
大
き
さ
は
小
さ
く
な
る
が
、

養
分
が
凝
縮
し
て
糖
度
の
高
い

塩
ト
マ
ト
が
生
ま
れ
る
の
だ
。
八

代
の
干
拓
地
で
は
所
々
で
水
脈

の
下
か
ら
塩
分
が
上
が
っ
て
く
る

部
分
が
あ
る
が
、
そ
の
場
所
で
は

特
に
甘
み
の
強
い
塩
ト
マ
ト
が

実
る
。
収
穫
さ
れ
た
塩
ト
マ
ト
は
、

東
京
な
ど
都
市
圏
の
百
貨
店
や

高
級
飲
食
店
な
ど
で
も
扱
わ
れ

て
い
る
。

干
拓
地
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
極
上
の
甘
み

八代海からの海風を受けて、干拓の平野に緑の波が立つ。
畳業界では現在、海外からい草が輸入されているが、香り高
く高品質な八代い草は変わらずに評価が高い

い草

トマト

3

25

14

443

219

坂本駅

肥後
高田駅

日奈久温泉駅

段駅

八代駅 八代神社（妙見宮）

千丁駅

有佐駅

至 福岡

至 串木野・鹿児島 至 宮崎・鹿児島

八代IC

八代南IC

宮原SA

新八代駅

南
九
州
自
動
車
道

九
州
新
幹
線

八代市

氷川町

上天草市

九州自動車道

た
た
み
お
も
て

い
わ  

さ
き 

し
ゅ 

め
の
か
み

た
だ  

ひ
さ
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鹿路橋［P9］
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八代城跡［P20］

貝洲加藤神社［P22］

文政神社［P19］

八代市 鏡支所［P18］

水島［P17］

七百町新地潮請堤防［P22］
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未来の森ミュージアム［P11、21］
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