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発刊のことば 

 

 上天草市は、平成１６年３月３１日に天草郡大矢野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町の

四町が合併し誕生いたしました。 

 本市は、熊本県西部、有明海と八代海が接する天草地域の玄関口に位置し、大矢野

島、天草上島、その他の島々から構成された「内島多島海」とも呼ばれる特徴的な地形で

す。大矢野島から天草上島にかけてのその地形は「天草松島」として親しまれており、高舞

登山から白嶽、龍ヶ岳等の山々は、九州自然歩道でつながれており風光明媚な自然に

恵まれています。 

市内には、縄文時代の遺跡や装飾古墳、鎌倉時代の元寇で活躍した大矢野氏の城

跡や寛永１６（１６３７）年に勃発した島原天草一揆関連の資料、その後におかれた大庄屋

に関する古文書群など様々な文化財があります。 

本書は、平成１８年に刊行した「上天草市の文化財」を基本とし、上天草市の歴史や文

化に触れることができる文化財を掲載しております。今回は、新たに判明した点などについて

資料に基づき解説文の補足や再構成を行いました。本書が市民の皆さまの郷土の歴史

や文化の学習、ならびに文化財の保護や継承への一助となれば幸いです。 

 

令和３年７月２２日 

上天草市教育長 高倉 利孝 
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文化財（ぶんかざい）って何だろう？ 

 

 文化財は、人類
じんるい

の長
なが

い歴
れき

史
し

の中
なか

で人
ひと

によって生
う

み出
だ

された歴
れき

史
し

的
てき

・文化的
ぶ ん か て き

に重要
じゅうよう

な

もの、貴重
きちょう

な生態
せいたい

系
けい

や自然
し ぜ ん

で保護
ほ ご

するべきものを指
さ

す言葉
こ と ば

です。そして、文化
ぶ ん か

財
ざい

は形

のあるものとないものの２種類
しゅるい

に分
わ

けられます。 

 たとえば、絵
え

や彫刻
ちょうこく

などの芸術品
げいじゅつひん

や城跡
しろあと

や古墳
こ ふ ん

などの人が暮
く

らした跡
あと

や作ったも

の、古文書
こ も ん じ ょ

のように昔
むかし

の人が書
か

いた手紙
て が み

や本など手に取
と

れるものが形のある文化財。

「有形
ゆうけい

文化
ぶ ん か

財
ざい

」といいます。また、歌
うた

や楽曲
がっきょく

などの音楽、お祭
まつ

りや踊
おど

り、伝統
でんとう

工芸品
こうげいひん

を作る技術
ぎじゅつ

など目には見えるけど形がないものを「無形
む け い

文化
ぶ ん か

財
ざい

」といいます。 

 

学校の授業やニュースなどで「重要
じゅうよう

文化
ぶ ん か

財
ざい

」や「国宝
こくほう

」という言葉を聞いたことが

あると思います。「重要文化財」は「有形文化財」の中でも、特
とく

に価値
か ち

の高
たか

いものを指

す言葉です。なので、それだけ丁寧
ていねい

に扱
あつか

わなければなりません。それ以上
いじょう

に重要
じゅうよう

で

全世界
ぜ ん せ か い

にとっても貴重
きちょう

だと思
おも

われるものが「国宝」に指定
し て い

されます。国
くに

の宝
たから

ですか

ら、博物館
はくぶつかん

など展示
て ん じ

する期
き

間
かん

も短
みじか

いので本物
ほんもの

の国宝を見ることができる機会
き か い

はとても

少
すく

ないです。 

 

では、「無形文化財」の中で重 要
じゅうよう

なものは何というのでしょうか。「無形文化財」の

中で特に重要なものは「重要
じゅうよう

無形
む け い

文化
ぶ ん か

財
ざい

」といいます。その中で、「重要無形文化

財」に指定された技術を持
も

っている人を「人間
にんげん

国宝
こくほう

」といいます。このような「重要

無形文化財」を伝承
でんしょう

している人や団体
だんたい

は国から保護
ほ ご

や支援
し え ん

を受
う

けています。 

 

「国宝」や「人間国宝」など私たちが知
し

らず知
し

らずのうちに聞いている言葉は文化

財に関
かん

する言葉なのです。長い歴史の中で私たちのご先祖
せ ん ぞ

様
さま

から受
う

け継
つ

いだ宝物
たからもの

、そ

れが文化財です。私たちには遠
とお

いようで実
じつ

は身近
み ぢ か

な存在
そんざい

なのです。 

  

これから、僕
ぼく

と仲間
な か ま

たちが 

上天草市の文化
ぶ ん か

財
ざい

を紹
しょう

介
かい

するね 

上天草四郎くん 
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（松島町合津 昭和１０年指定 国指定名勝） 

千巌山≪せんがんざん≫は標高
ひょうこう

162ｍの松島町合津にある山です。以前
い ぜ ん

は、天草四郎
あまくさしろう

の

出陣
しゅっじん

のお祝
いわ

いに杓子
しゃくし

でお酒を注いで宴を開いた伝説
でんせつ

から手杓子（てじゃくし、てびゃくし）

山という名前でした。昭和
しょうわ

初期
し ょ き

に頂 上
ちょうじょう

のあたりに大きな岩塊などの奇岩
き が ん

（変
か

わった形
かたち

を

した岩）が多
おお

くあったことから、千巌山と名付けられました。山頂や展望所からは天草五
あ ま くさ ご

橋
きょう

や宇土
う と

半島、大矢野島の島々や、遠くには雲仙
うんぜん

や島原
しまばら

も一望
いちぼう

できます。天草上島から大矢野

島にかけての、穏やかな海に松の生えた小島が連なる美
うつく

しい景色
け し き

が、宮城
み や ぎ

県にある松島に

勝る
ま さ る

とも劣
おと

らないものであることから、「天草
あまくさ

松島
まつしま

」という言葉が生まれたと伝わっていま

す。 

 

  

千巌山からの景色 

遠くから見た千巌山（中央） 

展望
てんぼう

台
だい

から見
み

える景色
け し き

もきれいだけど、 

山の頂 上
ちょうじょう

からの景色もきれいだよ 

上天草 四郎くん 
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（松島町阿村 昭和１０年指定 国指定名勝） 

高舞登山≪たかぶとやま≫は標高
ひょうこう

117ｍの松島町阿村にある山です。元は髙
たか

太山
ぶとやま

と呼
よ

ばれ

ていましたが、龍
りゅう

 駿
しゅん

介
すけ
※という画家

が か

が「戦国
せんごく

時代
じ だ い

の武将
ぶしょう

が頂上
ちょうじょう

で舞
まい

（踊り
お ど り

）を楽
たの

しんだ」とい

う伝説
でんせつ

から、高舞登山と名付けました。 

 西には松島の島々、東には八代
やつしろ

海
かい

、北には天草五
あ ま く さ ご

橋
きょう

と大矢野島などの島々、雲仙
うんぜん

までも一望
いちぼう

できます。展望
てんぼう

台
だい

はパノラマのように 360 度どこからでも景色
け し き

を楽しめるようになっていま

す。千巌山とは異なる視点から、天草
あまくさ

松島
まつしま

の島々や遠くの山と海を見渡
み わ た

すことができます
 

。上

天草市のもう１つの国
くに

指定
し て い

名勝
めいしょう

である龍ヶ岳
りゅうがたけ

と高舞
た か ぶ

登山
と や ま

の間
あいだ

には山々
やまやま

が連なっており、観
かん

海
かい

アルプスと呼
よ

ばれており、九 州
きゅうしゅう

自然
し ぜ ん

歩道
ほ ど う

によって結
むす

ばれています。 

（※龍
りゅう

 駿
しゅん

介
すけ

の本名
ほんみょう

は龍
りゅう

 清
せい

六
ろく

といいます） 

  

高舞登山からの景色 

遠くから見た高舞登山（中央） 

次郎丸
じ ろ う ま る

嶽
たけ

や白
しら

嶽
たけ

、念
ねん

珠
じゅ

岳
たけ

などの連続
れんぞく

した 

上天草市の山々
やまやま

を観
かん

海
かい

アルプスと呼
よ

ぶんだよ。 

ピース 
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（龍ヶ岳町大道 昭和１1 年指定 国指定名勝） 

龍ヶ岳≪りゅうがたけ≫は標高
ひょうこう

460ｍの龍ヶ岳町大道にある山です。町の名前の由来
ゆ ら い

にも

なりました。山頂
さんちょう

は大きな岩
いわ

が露出
ろしゅつ

しているため、景色
け し き

を見るのに邪魔
じ ゃ ま

になりません。展望
てんぼう

台
だい

からは、東は樋島、南は御所浦
ご し ょ う ら

を望め、天気が良く、空気が澄んでいる日には鹿児島
か ご し ま

や阿蘇
あ そ

の

山々見ることもできます。山頂周辺にはにはミューイ天
てん

文台
もんだい

やキャンプ場
じょう

があり、景色や

星空
ほしぞら

、アウトドアを楽
たの

しむことができます。 

 元は「寿ヶ岳
じゅがだけ

」と呼ばれていましたが、後に龍神
りゅうじん

が宿
やど

る山として龍ヶ岳と呼
よ

ばれるようになり

ました。また、下から見上げたときの龍ヶ岳は富士山
ふ じ さ ん

の形
かたち

に似
に

ていることから、別名
べつめい

 天草
あまくさ

富士
ふ じ

とも呼ばれ多
おお

くの人々に親
した

しまれています。 

  

龍ヶ岳からの景色 

遠くから見た龍ヶ岳（中央） 

ミューイ天
てん

文台
もんだい

の名前
な ま え

は、方言
ほうげん

で「見
み

る」と 

いう意味
い み

の言葉
こ と ば

から名付
な づ

けられたんだよ。 

スター 
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（松島町阿村 昭和４６年指定 県指定史跡） 

大戸鼻古墳群≪おおとばなこふんぐん≫は、松島町阿村の大戸
お お と

岬
みさき

に造られた古墳
こ ふ ん

群
ぐん

です。

北古墳
き た こ ふ ん

、中古墳
なか こ ふ ん

、南古墳
みなみこふん

、南箱式
みなみはこしき

石棺
せっかん

の４基
き

の古墳
こ ふ ん

を見ることができます。北古墳と南古墳は、

装飾
そうしょく

古墳
こ ふ ん

としても知
し

られていて、古墳の中には円
えん

文
もん

と呼
よ

ばれる丸
まる

い形の紋様があります。これ

は鏡
かがみ

に似
に

せて作られた紋様だと考
かんが

えられています。大戸鼻北古墳は５世紀前半、南古墳は５

世紀後半に造られたと考えられています。 

 現在、保存上
ほぞんじょう

の問題
もんだい

から北古墳と南古墳の公開
こうかい

は行
おこな

っていません。 

 

  

南古墳の円文 

大戸鼻中古墳 

装飾
そうしょく

は副葬品
ふくそうひん

（亡
な

くなった人と一緒
いっしょ

に埋葬
まいそう

する物
もの

）

の代
か

わりであるという説
せつ

もあるよ 

菜の花子 
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（大矢野町中 昭和５０年指定 県指定史跡） 

長砂連古墳≪ながされこふん≫は、大矢野町中にある装飾
そうしょく

古墳
こ ふ ん

です。１９３４年に

金毘羅宮
こ ん ぴ ら ぐ う

の建設
けんせつ

工事
こ う じ

の際に発見されました。１９７５年に古墳を保護するために、鉄筋
てっきん

コ

ンクリートで石材
せきざい

を保護
ほ ご

する部屋
へ や

を造
つく

り、その上から石
いし

を積
つ

み上
あ

げて土
つち

を盛
も

り、円墳
えんぷん

のよ

うに成型
せいけい

して現在
げんざい

の姿
すがた

に復元
ふくげん

されました。使
つか

われている石材
せきざい

の一部
い ち ぶ

には宇土
う と

半島
はんとう

で産出
さんしゅつ

するピンク色
いろ

の石材
せきざい

が使用
し よ う

されています。古墳からは、鉄製
てっせい

の鉾
ほこ

や刀
かたな

の破片
は へ ん

や土器
ど き

の破片
は へ ん

が１０点見つかっています。 

古墳の石材には組
く

みひもをモデルにしたと考
かんが

えられている直
ちょっ

弧
こ

文
もん

や円
えん

文
もん

、刀掛
かたなか

けを模
も

した

突起
と っ き

などが装飾
そうしょく

されており、赤色
せきしょく

顔料
がんりょう

が塗られていた痕跡も確認できます。これらのことか

ら、古墳が造
つく

られたのは５世紀
せ い き

ごろだと考えられています。 

 

  

直弧文 

外から見た長砂連古墳 

岡山県
おかやまけん

の千足
せんぞく

古墳
こ ふ ん

には上天草市の石材
せきざい

に 

同
おな

じような直
ちょく

弧
こ

文
もん

が刻
きざ

まれているんだよ 

車えび吉 
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（姫戸町姫浦 平成８年指定 県指定天然記念物） 

 永目神社のアコウ≪ながめじんじゃのあこう≫は、日本で３番目
ば ん め

に太
ふと

い幹
みき

を持
も

つアコウの木

です。アコウはバラ目
もく

クワ科
か

イチジク属
ぞく

の植物
しょくぶつ

で、海に近い場所を好みます。樹齢
じゅれい

は約
やく

３００年

といわれており、高
たか

さ約 15m、幹の太
ふと

さは１１．２ｍです。このアコウの木は、永目神社の

御神木
ご し ん ぼ く

として地域
ち い き

の人々に愛
あい

されています。 

 この樹
き

は、島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

とほぼ同時代
どう じだい

から生きているといわれている貴重
きちょう

な古木
こ ぼ く

でもありま

す。ここのアコウは４月と１０月の２回
かい

、１ヶ月にわたって落葉
らくよう

します。その後
ご

は、新芽
し ん め

がすぐに

生え始
はじ

めるそうです。 

  

アコウの木 

永目神社 

アコウなどのイチジク属
ぞく

に属
ぞく

する樹木
じゅもく

は岩
いわ

や

他
ほか

の植物
しょくぶつ

に絡
から

みついて成長
せいちょう

するんだって 

ガザミル 
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（大矢野町中 昭和５２年指定 市指定史跡） 

大矢野城址≪おおやのじょうし≫は、大矢野町中にある、かつて上天草市一帯
いったい

を支配
し は い

し

ていた大矢野氏と呼
よ

ばれる一族
いちぞく

の住
す

んでいた城跡
しろあと

です。大矢野氏は鎌倉
かまくら

時代にあった元寇
げんこう

と呼ばれる元
げん

という国との戦争で活躍
かつやく

した大矢野三
お お や の さ ん

兄弟
きょうだい

が有名です。その大矢野三兄弟を

顕彰
けんしょう

する石碑
せ き ひ

が昭和
しょうわ

に建
た

てられています。大矢野城の範囲
は ん い

は、現
げん

在
ざい

の大矢野
お お や の

中学校
ちゅうがっこう

の

範囲
は ん い

とほぼ同じ
お な じ

と考
かんが

えられています。 

島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

のときに、一揆
い っ き

軍
ぐん

が立てこもろうとしましたが、島原
しまばら

の原城
はらじょう

が拠点
きょてん

となっ

たため、そのまま一揆軍は原城に向
むか

うことになりました。その後、細川
ほそかわ

軍によって大矢野

城は破壊
は か い

されてしまったようです。 

 

  

大矢野城址の石碑 

遠くから見た大矢野城址 

蒙
もう

古襲来
こしゅうらい

絵詞
えことば

に大矢野三
お お や の さ ん

兄弟
きょうだい

の 

活躍
かつやく

が描
か

かれているよ 

パール 
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（大矢野町中 昭和５２年指定 市指定建造物） 

五輪塔≪ごりんとう≫は、大矢野町中にある大矢野氏に関連
かんれん

があると考
かんが

えられている全
ぜん

６基
き

の五輪塔
ご り んと う

です。大矢野氏の住んでいた城跡
しろあと

の大矢野
お お や の

城址
じょうし

の周辺
しゅうへん

で発見
はっけん

されました。

昭和
しょうわ

５２年に現在
げんざい

の位置
い ち

に移動
い ど う

されました。 

五輪塔は仏教
ぶっきょう

の教え
お し え

の１つである密教
みっきょう

の影響
えいきょう

を受けているお墓
はか

や供養塔
く よ うと う

の一種
いっしゅ

です。

供養
く よ う

とは、仏
ほとけ

さまに心
こころ

からお供
そな

えをする儀式
ぎ し き

のことです。そのために使用
し よ う

するので、生

きている人のために五輪塔を建
た

てることがあります。上から空
くう

輪
りん

、風
ふう

輪
りん

、火
か

輪
りん

、水
すい

輪
りん

、地
ち

輪
りん

の順番
じゅんばん

で積
つ

んであります。仏教においては宇宙
うちゅう

を作っている要素
よ う そ

は空風
くうかぜ

火
ひ

水地
み ず ち

の５つと

考えられており、五輪塔はその考えを表
あらわ

しています。 

 

  

正面から見た五輪塔（後ろ） 

五輪塔 

空
くう

は虚空
こ く う

という世界
せ か い

のことで 

何
なに

もない仏教
ぶっきょう

の真理
し ん り

の世界のことなんだよ 

五橋博士 
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（大矢野町維和 昭和５２年指定 市指定史跡） 

 千崎古墳群≪せんざきこふんぐん≫は、大矢野町維和にある古墳群
こ ふ ん ぐ ん

です。維和島の北
きた

に

位置
い ち

する千崎
せんざき

の丘陵
きゅうりょう

にあり２６基
き

の古墳が確認
かくにん

されています。上天草市では最
もっと

も大きな規模
き ぼ

の古墳群で、箱式
はこしき

石棺
せっかん

という石を箱のように組
く

み合
あ

わせて造
つく

った棺の古墳や、石室
せきしつ

墓
ぼ

という石

を積み重ねるなどして部屋
へ や

を造った古墳が残っています。古墳
こ ふ ん

からは人の骨
ほね

や勾玉
まがたま

、鉄製
てっせい

のミ

ニチュアの農具
の う ぐ

など様々
さまざま

な遺物
い ぶ つ

が見つかっています。 

 耕
たがや

せる土地
と ち

の限
かぎ

られた当時
と う じ

の上天草地方
ち ほ う

では、生活
せいかつ

の中心
ちゅうしん

が海
うみ

であり、古墳も海を見渡
み わ た

せ

るように造られたと考
かんが

えられています。古代
こ だ い

の上天草地方を知
し

るための貴重
きちょう

な古墳群です。 

  

千崎古墳群の様子 

出土した勾玉 

『上天草市史大矢野町編 1 上天草

いにしえの暮らしと古墳』より抜粋 

 

見学
けんがく

するときは、古墳
こ ふ ん

の石に 

さわったり乗
の

ったりしないでね 

上天草四郎くん 
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（大矢野町湯島 昭和５２年指定 市指定建造物） 

涼泉院殿月江宋白居士塚≪りょうせんいんでんげっこうそうはくこじづか≫は大矢野町湯島

にある有馬
あ り ま

純実
すみざね

の墓
はか

と伝
つたわ

わっている石碑
せ き ひ

です。純実は、肥前
ひぜんの

国
くに

（現在
げんざい

の長崎県
ながさきけん

）の戦国
せんごく

大名
だいみょう

で、江戸
え ど

時代
じ だ い

には日野
ひ の

江藩
え は ん

の大名
だいみょう

となるの有馬
あ り ま

晴
はる

信
のぶ

の 弟
おとうと

です。 

『藤原
ふじわら

有馬
あ り ま

世譜
せ ふ

』という有馬家
あ り ま け

のことを記
しる

した記
き

録
ろく

によると、戦国
せんごく

時代
じ だ い

に純実はなんら

かの問題
もんだい

を起
お

こし、その罪
つみ

で兄
あに

の晴信によって湯島に追放
ついほう

され、その後に誅殺
ちゅうさつ

（罪
つみ

のある

人を殺
ころ

してしまうこと）されたと記
しる

されています。当時
と う じ

の湯島に有馬晴信の勢力
せいりょく

が及
およ

んで

いたことがうかがえます。
 

 

 

 

  

現在の安置所 

（左側が涼泉院殿月江宗伯居士塚） 

 

涼泉院殿江宋白居士塚 

日野
ひ の

江藩
え は ん

は後に島原藩
しまばらはん

という名前
な ま え

に変
か

わるよ。 

上天草 四郎くん 
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（カマボコ型：大矢野町湯島 昭和５２年指定 市指定歴史資料） 

（平型：大矢野町湯島 昭和６３年指定 市指定歴史資料） 

切支丹墓碑≪きりしたんぼひ≫は大矢野町湯島にあるキリスト教
きょう

の様式のお墓
はか

です。これら

の墓碑
ぼ ひ

は表面
ひょうめん

に干
かん

十字
じゅうじ

と呼
よ

ばれる十字架
じ ゅ うじ か

が彫
ほ

られていることから、キリスト教が禁止
き ん し

され

る前
まえ

に造
つく

られたと考
かんが

えられています。カマボコ型
がた

のお墓
はか

は、１９７３年に現在
げんざい

の場所
ば し ょ

に保護
ほ ご

するために移動
い ど う

されました。 

 戦国
せんごく

時代
じ だ い

には日本人
に ほ んじ ん

の中にもキリスト教を信じている人がいました。当時
と う じ

の湯島にもキ

リスト教の教
おし

えを信じる人がいたことを示
しめ

すのがこれらの墓碑
ぼ ひ

です。 

  

カマボコ型の切支丹墓碑 平型の切支丹墓碑 

江戸
え ど

時代
じ だ い

にはキリスト教
きょう

は禁止
き ん し

されるよ 

それが島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

の原因
げんいん

の１つになったんだ 

天草四郎ミュージアム 
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（大矢野町登立 平成１６年指定 市指定古文書） 

佐藤家文書≪さとうけもんじょ）は、江戸
え ど

時代
じ だ い

に上天草の登立村に住んでいた佐藤
さ と う

氏
し

が肥後藩
ひ ご は ん

の細川
ほそかわ

氏
し

や当時
と う じ

、天草
あまくさ

を預地
あずかりち

として治
おさ

めていた島原藩
しまばらはん

の松平
まつばら

氏
し

とやりとりした全
ぜん

１６通
つう

の江戸
え ど

時代
じ だ い

の古文書
こ も ん じ ょ

です。 

 佐藤氏は紀伊
き い

（現在
げんざい

の和歌山県
わ か や ま け ん

周辺
しゅうへん

）出身
しゅっしん

で、宇土
う と

細川家
ほ そかわ け

に仕
つか

えた武士
ぶ し

であり、細川家
ほ そかわ け

とや

りとりした文書
もんじょ

が多
おお

く残
のこ

っています。宇土藩
う と は ん

は肥後藩
ひ ご は ん

の細
ほそ

川家
か わ け

から分
わ

かれた支藩
し は ん

です。佐藤家

文書の内容
ないよう

はお祝
いわ

いの手紙
て が み

やお礼状
れいじょう

などで、機会があれば連絡を取り合う関係であったこと

を知ることができます。この文書の存在
そんざい

によって、天草
あまくさ

の大矢野に住んだ武士
ぶ し

の佐藤
さ と う

家が熊本

の細
ほそ

川家
か わ け

や島原の松平氏と交流
こうりゅう

があったことを知
し

ることができます。 

  

天草は天領
てんりょう

（江戸
え ど

幕府
ば く ふ

の領地
りょうち

）だったけど、 

細川
ほそかわ

氏
し

の影響力
えいきょうりょく

もあったんだね。 

シオマネキン（メス） 
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（大矢野町湯島 昭和５２年指定 市指定歴史資料） 

 島原の乱の時の鍛冶水盤≪しまばらのらんじのかじすいばん≫は約
やく

３８０年前
ねんまえ

に起
お

きた島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

の際
さい

に、武器
ぶ き

の制作
せいさく

に使
つか

われたと伝
つた

えられている鍛冶
か じ

水盤
すいばん

です。湯島には天草の

村々
むらむら

の有力者
ゆうりょくしゃ

が集合
しゅうごう

し、一揆
い っ き

のことについて話
はな

し合
あ

い（談合
だんごう

）、そのための武器を制作していた

と伝えられています。この鍛冶水盤は、湯島の峰
みね

地区
ち く

で発見
はっけん

されました。その後
あと

、一度
い ち ど

湯島
ゆ し ま

の

外
そと

に持
も

ち出
だ

されていましたが、昭和
しょうわ

８年に湯島
ゆ し ま

の小中学校
しょうちゅうがっこう

の校長先
こうちょうせん

生方
せいかた

の尽力
じんりょく

によって、

諏訪
す わ

神社
じんじゃ

の境内
けいだい

に安置
あ ん ち

されました。 

 

  

鍛冶水盤と神社入口 

近くから見た鍛冶水盤 

刀
かたな

狩
が

りという武器
ぶ き

を没収
ぼっしゅう

する政策
せいさく

があったけど 

害獣
がいじゅう

を狩
か

るための武器
ぶ き

の所持
し ょ じ

は許
ゆる

されんたんだ 

だから、一揆
い っ き

のときには鉄炮
てっぽう

を使
つか

えたんだね 

シオマネキン（オス） 
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（大矢野町上 平成１６年指定 市指定古文書） 

 山﨑信一氏所蔵文書≪やまさきしんいちししょぞうもんじょ≫は、山
やま

﨑
さき

信一
しんいち

氏
し

が所蔵
しょぞう

してい

る島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

の際
さい

に細
ほそ

川
かわ

忠
ただ

利
とし

、光
みつ

利
とし

、立
たつ

孝
たか

（当時
と う じ

は立
りゅう

允
いん

と名乗
な の

っていた）が送
おく

った全
ぜん

１３通
つう

の

書状
しょじょう

です。一揆
い っ き

の様子
よ う す

を記録
き ろ く

した貴重
きちょう

な歴史的
れ き し て き

資料
しりょう

です。この古文書
こ も ん じ ょ

には、原城
はらじょう

総攻撃
そうこうげき

のとき

に天草四郎
あまくさし ろう

の住
す

んでいた場所
ば し ょ

を出火
しゅっか

させたことや、四郎
し ろ う

の首
くび

を取ったことが書かれています。 

 やり取
と

りしている相手
あ い て

は、主
おも

に肥後
ひ ご

（熊本
くまもと

）や江戸
え ど

にいる細川
ほそかわ

氏
し

の部下
ぶ か

です。島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

は

１月であったこともあり、年末
ねんまつ

の行事
ぎょうじ

に関
かん

する内容
ないよう

の書状
しょじょう

も含
ふく

まれています。 

  

原城総攻撃に関する文書 

 

四郎の首を取ったことを報告する文書 

島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

が起
お

こっていた当時
と う じ

は 

何回
なんかい

も手紙
て が み

でやりとりしていたんだね 

天草四郎ミュージアム 
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（大矢野町上 平成１６年指定 市指定古文書） 

 山﨑冶千斗氏所蔵文書≪やまさきやちとししょぞうもんじょ≫は、山
やま

﨑
さき

冶千斗
や ち と

氏
し

が所蔵
しょぞう

して

いる島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

の際
さい

にやり取
と

りされた当時
と う じ

の報告書
ほうこくしょ

です。全
ぜん

２通
つう

であり、原城
はらじょう

に籠城
ろうじょう

（お城
しろ

に立てこもること）していた一揆勢
いっきぜい

の兵粮
ひょうろう

（合戦
かっせん

の際に用意
よ う い

される兵士
へ い し

の食料
しょくりょう

） が少
すく

なくな

っていることを報告
ほうこく

しているものと原城の落城
らくじょう

（お城が攻
せ

められて戦
たたか

いに負
ま

けること）を伝
つた

え

る書状
しょじょう

です。 

 島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

の際
さい

の幕府側
ば く ふがわ

がどのような情報
じょうほう

を持
も

っていたのか、伝
つた

え合
あ

っていたのかを示
しめ

す貴重
きちょう

な歴史的
れ き し て き

な資料
しりょう

です。 

  

一揆勢の食糧が少ないことを 

報告する書状 

原城の落城を伝える書状 

落城前
らくじょうまえ

の原城
はらじょう

の食料
しょくりょう

は非常
ひじょう

に少
すく

なかったよ 

周
まわ

りの海
うみ

から海藻
かいそう

などを採
と

って食
た

べていたんだって 

 

 

車えび吉 
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（大矢野町上 平成１６年指定 市指定歴史資料） 

 布目瓦≪ぬのめかわら≫は大矢野島と維和島の間にある禿
はげ

島
じま

遺跡
い せ き

で採取
さいしゅ

された、古代
こ だ い

～

中世
ちゅうせい

の瓦
かわら

３点です。表面に布
ぬの

の模様
も よ う

がついているところから名付
な づ

けられました。布の模様が

ついた原因
げんいん

は、型
かた

に布をしいてその上に粘土
ね ん ど

を置
お

いて形
かたち

をつくり、生
なま

乾
がわ

きにして取
と

り出
だ

してい

たからであると考
かんが

えられています。これにより型に粘土がくっつかずに、一度
い ち ど

にたくさんの瓦

ができるようになりました。また、タタキ目
め

と呼
よ

ばれる模様がついており、瓦を作るときに叩
たた

い

て固
かた

めたため模様がついています。 

 布目瓦の中には、福岡県
ふくおかけん

の鴻臚
こ う ろ

館
かん

という海外
かいがい

からの来客者
らいきゃくしゃ

を迎
むか

えるための施設
し せ つ

で使
つか

われて

いた瓦と同
おな

じ形
かたち

の瓦が含
ふく

まれています。そのような瓦がなぜ禿島遺跡から採取された理由
り ゆ う

は

不明
ふ め い

ですが、船
ふね

で瓦を運
はこ

んでいた際
さい

に瓦を海中
かいちゅう

に落
おと

したことが原因ではないかと考
かんが

えられて

います。禿島遺跡付近
ふ き ん

が当時
と う じ

の海上
かいじょう

交通
こうつう

の通
とお

り道
みち

であった可能性
かのうせい

を示
しめ

しています。 

  

布目・タタキ目のある瓦 

 

鴻臚館（こうろかん）式の瓦 

国分寺
こ く ぶ ん じ

などのお寺
てら

が全国的
ぜんこくてき

に 

造
つく

られたときに、布目
ぬ の め

瓦
かわら

は使
つか

われたんだって 

 

上天草 四郎くん 
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（大矢野町上 平成１６年指定 市指定工芸品） 

 松菊双鶴鏡 （漆塗り木箱付）≪しょうきくそうかくきょう（うるしぬりきばこつき）≫とは、

大矢
お お や

野城
のじょう

跡付近
ふ き ん

から発見
はっけん

されたと伝わる、平安
へいあん

時代
じ だ い

～鎌倉
かまくら

時代
じ だ い

に作成
さくせい

された銅鏡
どうきょう

です。鏡
かがみ

の

直径
ちょっけい

は９．７ｃｍ、木箱
き ば こ

の直径は１１．１ｃｍです。鏡の裏
うら

には、装飾
そうしょく

として松
まつ

や菊
きく

、鶴
つる

や亀
かめ

などの

動植物
どうしょくぶつ

の模様
も よ う

が浮
う

き彫
ぼ

りにされています。この鏡は漆塗
うるしぬ

りの木箱に収
おさ

められています。鏡が収

められていた木箱には何回
なんかい

も漆
うるし

が塗
ぬ

られています。 

大矢
お お や

野城
のじょう

付近
ふ き ん

から発見
はっけん

されたので、城主の大矢野氏と関係
かんけい

があると考
かんが

えられています。 

 

  

 

大矢野
お お や の

氏
し

は上天草地方
ち ほ う

に拠点
きょてん

をおいた豪族
ごうぞく

で 

元寇
げんこう

のときに活躍
かつやく

したんだよ 

上天草 四郎くん 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大矢野町上 平成１６年指定 市指定工芸品） 

 遍照院銅造梵鐘≪へんじょういんどうぞうぼんしょう≫は、大矢野町上にある遍照院
へんじょういん

にある

梵鐘
ぼんしょう

（お寺
てら

の鐘
かね

）です。島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

の後に天草を復興
ふっこう

させるために当時
と う じ

の代官
だいかん

であった鈴木
す ず き

重成
しげなり

が、天草内
ない

にキリシタンがいなくなるようにお寺を建
た

てさせました。そのときに、遍照院も

正保
しょうほう

３(１６４６)年に建てられました。 

 梵鐘を作
つく

った人は肥前
ひ ぜ ん

国
こく

（現在
げんざい

の佐賀県
さ が け ん

・長崎県
ながさきけん

周辺
しゅうへん

）の谷口安
たにぐちやす

左
ざ

衛門
え も ん

兼清
かねきよ

という鋳物師で、

鐘に刻
きざ

まれた文字
も じ

から宝
ほう

永
えい

６（１７０９）年に作られたことが分かっています 

  

梵鐘に刻まれた文字 

 

梵鐘と橦木（しゅもく） 

太平洋
たいへいよう

戦争
せんそう

のときに 

金属
きんぞく

として溶
と

かされそうになったけれど 

当時
と う じ

の住職
じゅうしょく

さんの努力
どりょく

で護
まも

られたんだ 

ピース 
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（大矢野町登立 平成１６年指定 市指定建造物） 

 隠れキリシタン墓碑≪かくれきりしたんぼひ≫は、大矢野町登立にある潜伏キリシタンの墓
はか

３基
き

のことです。江戸
え ど

時代
じ だ い

、キリスト教の信仰は禁じられ、キリシタンは厳
きび

しく取
と

りしまられまし

た。しかし、キリスト教
きょう

を信仰する人々は、信仰や信仰に関
かん

する物
もの

を幕府
ば く ふ

の役人
やくにん

たちから隠
かく

し、

表立っては仏教
ぶっきょう

や神道
しんとう

を信じて（潜伏）、信仰
しんこう

を護
まも

るために様々
さまざま

な方法
ほうほう

で信仰を伝
つた

えていまし

た。この墓
はか

はそういった潜伏キリシタンのお墓であると考えられています。その特徴は、普段は

見えない場所に隠すように、干
かん

十
じゅう

字
じ

と呼
よ

ばれる十字架
じ ゅ う じ か

が彫
ほ

られています。 

 このお墓の干十字は、昭和
しょうわ

４５年に子孫
し そ ん

の方
かた

がお墓の手
て

直
なお

しを行った際
さい

に発見
はっけん

されました。

天草では子孫まで判明
はんめい

している潜伏キリシタンのお墓は珍
めずら

しく、島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

の後
あと

に、大矢野

に潜伏キリシタンがいたことを示
しめ

す貴重
きちょう

な歴史的
れ き し て き

資料
しりょう

です。 

  

墓の下の干十字 

 

キリシタン墓碑 

キリスト教
きょう

の禁止
き ん し

は明治
め い じ

６年まで続
つづ

いたよ 

シオマネキン（メス） 
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（大矢野町維和 平成１６年指定 市指定歴史資料） 

 関戸家の井戸石蓋≪せきどけのいどいしぶた≫は、大矢野町維和にある関戸家
せ き ど け

に伝
つた

わる

井戸
い ど

の蓋
ふた

とされる石材
せきざい

です。石
いし

蓋
ぶた

には「元和
げ ん な

八年
はちねん

三月
さんがつ

」という約
やく

３８０年以上
いじょう

前の年号
ねんごう

の文字
も じ

が

刻
きざ

まれています。 

 島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

の際
さい

に取
と

り調
しら

べを受
う

けた蔵々
ぞうぞう

集落
しゅうらく

の役人
やくにん

である関戸杢右衛門
せ き ど も く え も ん

という人物
じんぶつ

と関
かか

わりがある可能性
かのうせい

が高
たか

いと考
かんが

えられています。取
と

り調
しら

べでは、湯島でキリシタンが談合
だんごう

したこ

となどを証言
しょうげん

しています。 

  

関戸家の井戸 

 

「元和八(1622)年三月」の文字 

この井戸
い ど

で天草四郎
あまくさし ろう

の産湯
う ぶ ゆ

を 

くんだという伝説
でんせつ

があるんだよ 

菜の花子 
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（大矢野町上 平成１６年指定 市指定建造物） 

 値賀孫左衛門追遠の碑≪ちがまござえもんついえんのひ≫は大矢野町上の値賀家
ち が け

墓碑群
ぼ ひ ぐ ん

の中にある石碑
せ き ひ

です。値賀
ち が

氏の先祖
せ ん ぞ

は佐賀県
さ が け ん

唐津市
か ら つ し

付近
ふ き ん

の領主で、豊臣
とよとみ

秀
ひで

吉
よし

から朱印状
しゅいんじょう

（赤
あか

い

印
いん

が押
お

された公的
こうてき

な書状
しょじょう

）を受
う

けて支配
し は い

を認
みと

められるほどの武家
ぶ け

でした。寺澤
てらさわ

氏が唐津と天

草を支配
し は い

してからは、寺沢氏に仕え、島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

で活躍
かつやく

し、その後
ご

は天草に居住
きょじゅう

しました。 

 追
つい

遠
えん

の碑
ひ

は、値賀氏の子孫
し そ ん

が大正
たいしょう

１１年に祖先
そ せ ん

の３００年の祭典
さいてん

を行
おこ

った際
さい

に建立
こんりゅう

した物
もの

で

す。値賀氏の出自
しゅつじ

や業績
ぎょうせき

などを史実
し じ つ

に基
もと

づいて書
か

いているため、史料的
しりょうてき

にも大変
たいへん

貴重
きちょう

なもの

です。値賀氏の子孫は大矢野だけではなく、熊本県
くまもとけん

議会
ぎ か い

議員
ぎ い ん

になるなど幅広
はばひろ

く活躍
かつやく

しました。 

  

値賀孫左衛門追遠の碑 

値賀氏墓碑群 

値賀
ち が

氏
し

の子孫
し そ ん

は天草の教育
きょういく

に力
ちから

を尽
つ

くし、 

熊本県
くまもとけん

議会
ぎ か い

議員
ぎ い ん

、議長
ぎちょう

にまでなっているんだよ 

ガザミル 
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（大矢野町登立 平成１６年指定 市指定建造物） 

 佐藤家墓碑群≪さとうけぼひぐん≫は、大矢野町登立にある大矢野の名門
めいもん

の武士
ぶ し

の家
いえ

であ

る佐藤家
さ と う け

の墓
はか

です。佐藤四郎右衛門貞清
さ と う し ろ う え も ん さ だ き よ

やその息子
む す こ

である貞
さだ

尚
なお

、貞
さだ

明
あき

兄弟
きょうだい

の墓などを含
ふく

めた

全体
ぜんたい

で２５基
き

確認
かくにん

されています。墓の碑文
ひ ぶ ん

には、佐藤家の出自
しゅつじ

に関
かん

するものや大矢野の干拓
かんたく

（海
うみ

を埋
う

め立
た

てて地面
じ め ん

をひろげること）事業
じぎょう

に関するものがあり、貴重
きちょう

な歴史
れ き し

資料
しりょう

です。 

 佐藤家は海面
かいめん

干潟
ひ が た

〆
しめ

切
き

りという干拓によって、新
あたら

しい水田
すいでん

を築
きず

いていきました。お墓には

弔
とむら

われた人の伝記
で ん き

が書
か

かれており、その中には「亀
かめ

の迫
さこ

で干拓をして新しい水田を造
つく

った」こ

とも書かれています。江戸
え ど

時代
じ だ い

に天草では盛
さか

んに干拓が行
おこな

われますが、佐藤家がその干拓に

深
ふか

く関
かかわ

わっていたことが、お墓から知
し

ることができます。江戸時代初
はじ

めの干拓に関する資料
しりょう

は少
すくな

なく、佐藤家墓碑群は天草の歴史にとても重要
じゅうよう

な文化財です。 

 

  

代々の佐藤家の墓 

碑文のある墓碑 

天草には田にできる土地
と ち

が少
すくな

ないから 

江戸
え ど

時代
じ だ い

には干拓
かんたく

が多
おお

く行
おこな

われたんだよ 

車えび吉 
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（松島町教良木 昭和６０年指定 市指定建造物） 

 澄泉寺跡五輪の塔群≪ちょうせんじあとごりんのとうぐん≫は、松島町教良木にある約
やく

６０

基
き

の五輪塔
ご り ん と う

（仏教
ぶっきょう

の儀式
ぎ し き

で作
つくら

られた塔
とう

）です。昭和
しょうわ

４５年８月に澄
ちょう

泉寺
せ ん じ

の跡
あと

から発見
はっけん

されまし

た。澄泉寺は教良木にあったとされる教
きょう

良
ら

木
ぎ

城
じょう

の菩提寺
ぼ だ い じ

（先祖
せ ん ぞ

の墓
はか

があり一族
いちぞく

の葬式
そうしき

や儀式

を行
おこな

うお寺
てら

）であったと考えられているため、この五輪の塔群は教
きょう

良
ら

木
ぎ

城
じょう

主
しゅ

の一族と関
かか

わり

があると考
かんが

えられています。 

 また、発見された五輪塔の中には一つの石で作られた一石
いっせき

五輪塔
ご り ん と う

と呼
よ

ばれる物
もの

があり、熊本
くまもと

県下
け ん か

では非常
ひじょう

に珍
めずら

しい物です。 

  

澄泉寺五輪の塔群 

 

別角度 

もともと澄
ちょう

泉寺
せ ん じ

があった場所
ば し ょ

には 

菅原
すがわら

神社
じんじゃ

が建
た

っているよ 

上天草 四郎くん 
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（松島町教良木 昭和６０年指定 市指定歴史資料） 

 菅原神社万治元年棟札≪すがわらじんじゃまんじがんねんむなふだ≫は、松島町教良木の

菅原
すがわら

神社
じんじゃ

にあった神社
じんじゃ

の成
な

り立
た

ちを書
か

いた棟
むな

札
ふだ

です。棟札とは、建築
けんちく

や修築
しゅうちく

の際
さい

に記念
き ね ん

とし

て建物
たてもの

の高
たか

い場所
ば し ょ

に取
と

り付
つ

けられる札
ふだ

のことです。 

菅原神社の棟札は、万
まん

治
じ

元年
がんねん

（1658）に菅原神社の御神殿
ご し ん で ん

を建立
こんりゅう

した際のことが書かかれ

ています。島原天草一揆の後、天草代官
だいかん

 鈴木
す ず き

重成
しげなり

による復興
ふっこう

のための政策
せいさく

の１つとしてキリ

スト教
きょう

の影響
えいきょう

を減
へ

らすために、寺社
じ し ゃ

の再興
さいこう

事業
じぎょう

がありました。菅原神社はその一環
いっかん

として、教

良木にあった澄
ちょう

泉寺
せ ん じ

というお寺
てら

の跡地
あ と ち

に建立されました。 

  

  

 

菅原
すがわら

神社
じんじゃ

は菅原道真
すがわらのみちざね

公
こう

をまつっている 

農業
のうぎょう

や学問
がくもん

などの神様
かみさま

のための神社
じんじゃ

だよ 

シオマネキン（オス） 
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（松島町合津 昭和６０年指定 市指定工芸品） 

 向陽寺雨乞いの鐘≪こうようじあまごいのかね≫は、松島町合津の向陽寺
こ う よ う じ

が所蔵
しょぞう

する半鐘
はんしょう

（小
ちい

さな釣
つ

り鐘
かね

）です。昭和
しょうわ

５３年に永浦
ながうら

島
しま

の海岸
かいがん

で発見
はっけん

されました。江戸
え ど

時代
じ だ い

の二代目
に だ い め

住職
じゅうしょく

のときに作
つく

られた半鐘だと考
かんが

えられています。作
つく

った人は、肥前
ひ ぜ ん

国
こく

（現在
げんざい

の佐賀県
さ が け ん

・長崎県
ながさきけん

周辺
しゅうへん

）の谷口安
たにぐちやす

左
ざ

衛門兼品
えもんかねしな

です。 

 言
い

い伝
つた

えでは、ある年、日
ひ

照
で

りが続
つづ

いたので池島
いけじま

という場所
ば し ょ

で雨乞
あ ま ご

いをしていたところ、たち

まち黒
くろ

い雲
くも

が出てきて暴風雨
ぼ う ふ う う

が吹
ふ

き荒
あ

れたので人々は舟
ふね

に乗
の

って逃
に

げかえりました。しかし、

一隻
いっせき

の舟が沈
しず

んでしまったため、一緒
いっしょ

に乗
の

っていたこの半鐘も海に落
お

ちてしまったと伝わって

います。 

  

向陽寺 

雨乞いの鐘 

江戸時代に向陽寺
こ う よ う じ

は、 

向陽
こうよう

軒
けん

という名前だったんだって 

スター 
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（松島町阿村 昭和５８年指定 市指定無形民俗文化財） 

阿村がたきり踊り≪あむらがたきりおどり≫は松島町阿村地域
ち い き

に伝
つたわ

わる八代
やつしろ

の「おざや新

地」の干拓
かんたく

（海
うみ

を埋
う

め立
た

てて地面
じ め ん

をひろげること）事業
じぎょう

の様子
よ う す

を表現
ひょうげん

した新地
し ん ち

節
ぶし

と呼
よ

ばれる歌
うた

と踊
おど

りです。また、歌詞
か し

には阿村の女性
じょせい

である「お菊
きく

」と現場
げ ん ば

監督
かんとく

である「台場
だ い ば

どん」との恋愛
れんあい

が

歌
うた

われています。 

八代では「おざや新地」を造
つく

るために大規模
だ い き ぼ

な干拓事業を行
おこな

っていました。阿村からは

「花壇
か だ ん

にすえて花と見比
み く ら

べてみたい」と歌われるほど美人
び じ ん

で気立
き だ

てのよい働
はたら

き者
もの

の「お菊」と

いう女性を含
ふく

めた３００人ほどが工事
こ う じ

を行うために八代に向
む

かいました。お菊は台場どんと恋
こい

に落
お

ちます。しかし、台場どんには奥
おく

さんと子
こ

どもがいました。そんな２人の仲
なか

を作業中
さぎょうちゅう

に、は

やし立てて歌われたのががたきり踊
 

りです。 

  

 

お菊
きく

さんは阿村に帰
かえ

った後
あと

に 

別
べつ

の人と結婚
けっこん

して幸
しあわ

せに暮
く

らしたよ 

シオマネキン（メス） 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（松島町合津 昭和５８年指定 市指定無形民俗文化財） 

合津神社獅子舞≪あいつじんじゃししまい≫は、松島町合津の合津
あ い つ

神社
じんじゃ

の境内
けいだい

で行われる約
やく

１５０年前
まえ

から伝
つた

わる獅子舞
し し ま い

です。元
げん

文
ぶん

５（１７４０）年頃
ねんごろ

、細川
ほそかわ

興
おき

文
のり

が宇土
う と

の西岡
にしおか

神社
じんじゃ

に獅子舞

を奉納
ほうのう

（神社に納
おさ

めること）しました。まつっている神様
かみさま

が、合津神社と同
おな

じであるという

共通点
きょうつうてん

から合津神社でも獅子舞を行うようになったといわれています。 

 キリシタン追放
ついほう

のために、農民
のうみん

を 喜
よろこば

ばせる秋
あき

祭
まつ

りにする目的
もくてき

で行
おこな

われていたのではないか

とも伝
つた

えられています。合津神社の獅子舞は、毎年
まいとし

１０月１９日に秋祭りの目玉として行われて

おり、地域
ちいき

の人々や観光客
かんこうきゃく

に人気
に ん き

になっています。 

  

上天草 四郎くん 

宇土
う と

藩主
はんしゅ

だったの細川
ほそかわ

興
おき

文
のり

は、 

藩
はん

の財政
ざいせい

を建
た

て直
なお

すために力
ちから

を尽
つ

くしたんだ 
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（松島町教良木 昭和５８年指定 市指定無形民俗文化財） 

菅原神社神楽太鼓踊り≪すがわらじんじゃかぐらだいこおどり≫は、松島町教良木に伝
つた

わる

神楽
か ぐ ら

太鼓
た い こ

踊
おど

りです。宝暦
ほうれき

７（１７５７）年に菅原
すがわら

神社
じんじゃ

の建物
たてもの

が完成
かんせい

したことを記念
きねん

して神主
かんぬし

さんの

提案
ていあん

で伊勢神宮
い せ じ ん ぐ う

（三重
み え

県
けん

にある最
もっと

も格
かく

の高
たか

い神社
じんじゃ

）に人を派遣
は け ん

し、神楽
か ぐ ら

を学
まな

ばせることにしま

した。そして、伊勢神宮で神楽を学んだ人が菅原神社に神楽
か ぐ ら

太鼓
た い こ

を伝えました。 

 大正
たいしょう

時代
じ だ い

までこの神楽は、「神楽
か ぐ ら

氏
し

」といわれる集団
しゅうだん

のみの“家
いえ

代
だい

々
だい

譲
ゆず

り”制度
せ い ど

で行
おこな

われてい

ました。しかし現在
げんざい

は、誰
だれ

でも参加
さ ん か

できるようになり、保存
ほ ぞ ん

会
かい

が設立
せつりつ

されて毎年
まいとし

１０月第
だい

３日曜

日に菅原神社の社殿
しゃでん

（神社の建物のこと）前で地元
じ も と

の人々によって受
う

け継
つ

がれた踊
おど

りが披露
ひ ろ う

さ

れています
 

。 

  

 

車えび吉 

神楽
か ぐ ら

の起源
き げ ん

は、天
あま

の岩戸
い わ と

の 

日本
に ほ ん

神話
し ん わ

が元
もと

になっていると言
い

われているよ 
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（松島町教良木 昭和５９年指定 市指定名勝） 

 祝口観音の滝≪いわいぐちかんのんのたき≫は、松島町教良木にある全長
ぜんちょう

３００ｍ、標高差
ひょうこうさ

８０ｍ、幅
はば

１０～１５ｍの滝
たき

のことです。この滝は、ウォータースライダーのようにゆるやかに流
なが

れ

るトロ滝と呼ばれる形状
けいじょう

の滝です。滝の水は教良木ダムへとそそいでいます。この滝の途中
とちゅう

に

は、籾
もみ

洗
あらい

や鼻
はな

の巣
す

と呼ばれている大小さまざまな滝壺
たきつぼ

があります。 

 祝口観音の滝がこのような形状になったのは、滝
たき

周辺
しゅうへん

の地質
ち し つ

が原因です。長
なが

い時
じ

間
かん

によって、

地表
ちひょう

に近
ちか

い教
きょう

良
ら

木
ぎ

層
そう

という、もろくて水で削
けず

れやすい地層
ち そ う

が削れてしまい、その下の白
しら

岳
たけ

層
そう

がと地表に出てきました。その後、堅
かた

く水で削れにくい白岳層が緩
ゆる

やかに削れたので、祝口観

音の滝は、緩やかな流れの滝になったと考
かんが

えられています。 

  

祝口観音の滝 

近くから見た滝 

滝
たき

に沿
そ

った山道
やまみち

を登
のぼ

ると祝
いわい

口
くち

の観音
かんのん

様
さま

があるよ。

観音様のご利益
り や く

は安産
あんざん

と無病
むびょう

息災
そくさい

なんだって。 

パール 
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（松島町今泉 昭和５９年指定 市指定名勝） 

 御手水の滝≪おちょうずのたき≫は、松島町今泉にある太郎
た ろ う

丸
まる

岳
だけ

の沢
さわ

の水を水源
すいげん

とする

全長
ぜんちょう

２．５km、標高差
ひょうこうさ

１５ｍ、勾配
こうばい

（山の傾
かたむ

きのこと）４０度
ど

の岩肌
いわはだ

２０ｍを帯状
おびじょう

に流
なが

れ落
お

ちる

滝
たき

です。この滝は、祝口観音の滝と同じく、トロ滝と呼
よ

ばれる緩やかな形状
けいじょう

の滝です。滝の水

は有明海
ありあけかい

へとそそいでいます。 

 滝の水は昭和
しょうわ

３０年ころまで、水車
すいしゃ

に利用
り よ う

されていました。滝の近
ちか

くに住
す

む人々はその水車

の力で精米
せいまい

や製粉
せいふん

を行
おこな

っていました。 

  

御手水の滝 

遠くから見た御手水の滝 

昔
むかし

の人々は機械
き か い

の力
ちから

の代
か

わりに自然
し ぜ ん

の力を 

利用
り よ う

して色
いろ

んな仕事
し ご と

をしていたんだね。 

上天草 四郎くん 
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（松島町今泉 昭和５８年指定 市指定天然記念物） 

 諏訪神社の大杉≪すわじんじゃのおおすぎ≫は、松島町にある今泉
いまいずみ

諏訪
す わ

神社
じんじゃ

の境内
けいだい

に生
は

え

ている高
たか

さ約
やく

１８.５ｍ、幹
みき

の太
ふと

さが約４.２ｍの杉
すぎ

の木です。この杉の木は樹齢
じゅれい

約 450 年とい

われていて、島原
しまばら

天草
あまくさ

一揆
い っ き

の後
あと

に今泉諏訪神社が建立
こんりゅう

された際
さい

に植
う

えられたものではないか

と伝
つた

わっています。 

 平成１０年に、昭和
しょうわ

６０年代
ねんだい

の落雷
らくらい

による被害や、度
たび

重
かさな

なる台風
たいふう

や大風
おおかぜ

等
など

の影響
えいきょう

によって木

が弱
よわ

っていたことから、地域
ち い き

の人々によって木を回復
かいふく

するための治療
ちりょう

を行
おこな

うことになり、樹木
じゅもく

医
い

によって、木の治療が行われました。その後
ご

は、現在
げんざい

の元気
げ ん き

な姿
すがた

を見
み

せています。 

  

正面から見た大杉 

側面から見た大杉 

今泉
いまいずみ

諏訪
す わ

神社
じんじゃ

のご神体
しんたい

は不思議
ふ し ぎ

な流
りゅう

木
ぼく

から 

作
つく

られたといういい伝
つた

えがあるんだよ 

ピース 
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（松島町教良木 昭和５８年指定 市指定天然記念物） 

 野々川のモチノキ≪ののかわのもちのき≫は、松島町教良木の野
の

々
の

川
かわ

公民館
こうみんかん

より西
にし

に１００

ｍほど離
はな

れたところに生息
せいそく

しているクロガネモチの木です。高
たか

さは約
やく

１３.5ｍで幹
みき

の太
ふと

さは約
やく

1.8ｍほどの樹齢
じゅれい

約３００年の木といわれています。庭木
に わ ぎ

として人気
に ん き

のある樹木
じゅもく

であり、その

形
かたち

の良
よ

さから過去
か こ

に複数
ふくすう

の買
か

い手
て

があったそうですが、持
も

ち主
ぬし

の方が全
すべ

て断
ことわ

って大切に保

存し、現在まで守りました。 

 クロガネモチの木には雄
お

株
かぶ

と雌株
め か ぶ

があり、雌株の方には秋
あき

には美
うつく

しい赤い実
み

がなります。５

月～６月ごろに薄
うす

紫 色
むらさきいろ

の花が咲
さ

きます。 

  

 

クロガネモチは、その名前
な ま え

から「お金持
か ね も

ちの木」

と言われていて縁起
え ん ぎ

のいいものとされているよ 

菜の花子 
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（松島町阿村 平成４年指定 市指定史跡） 

 不知火塚≪しらぬいづか≫は、松島町阿村にある文学
ぶんがく

碑
ひ

です。弘化
こ う か

２(1845)年に肥後
ひ ご

の

文人
ぶんじん

たちが、連歌
れ ん が

の会
かい

を開
ひら

いた際
さい

に詠
よ

まれた歌
うた

が刻まれています。当時
と う じ

は、高
たか

さ約 1.4ｍ、幅
はば

約 4.5ｍの角
かく

の石材
せきざい

を組
く

み合
あ

わせて３ｍになる石碑
せ き ひ

だったと考
かんが

えられています。しかし、昭和
しょうわ

の初
はじ

めに大風
おおかぜ

が吹
ふ

いて倒
たお

れてしまいました。そのため現在
げんざい

は、当時の歌が彫
ほ

られた石材４つの

みが残
のこ

っており、地域
ち い き

の方
かた

が復元
ふくげん

した碑
ひ

が隣
となり

に建
た

てられています 

 この石碑の歌には、景行天皇
けいこうてんのう

の九州
きゅうしゅう

巡幸
じゅんこう

時
じ

の神秘
し ん ぴ

の不知火
し ら ぬ い

伝説や、白
しら

縫
ぬい

姫
ひめ

物語
ものがたり

に関
かん

する

歌が残されています。 

  

  

当時の不知火塚の石材 

当時の不知火塚の形を再現したもの 

石碑
せ き ひ

には「シキ」や「ウシブカ」など天草
あまくさ

各所
かくしょ

の歌人
か じ ん

の名前
な ま え

が記
しる

されていて天草の歌人の交流
こうりゅう

があった

と考
かんが

えられているんだ 

 

 

上天草 四郎くん 
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（姫戸町二間戸 昭和５８年指定 市指定天然記念物） 

二間戸小学校跡地のイチョウ≪ふたまどしょうがっこうあとちのいちょう≫は、推定
すいてい

樹齢
じゅれい

３０

０年、幹
かん

囲
い

約
やく

５ｍ、樹高
じゅこう

約２１．５ｍの二間戸小学校跡地
あ と ち

に立つイチョウの木です。旧
きゅう

姫戸町の

町木
ちょうぼく

に指定
し て い

されていたこともありました。 

この木は、旧二間戸村庄屋田中家
き ゅうふたまどむら し ょ う や たなか け

の庭
にわ

にあったものを、約２００年前
まえ

の明治
め い じ

時代
じ だ い

初頭
しょとう

に、旧二

間戸小学校の中央
ちゅうおう

に植樹
しょくじゅ

されたものといわれています。平成
へいせい

３年の台風
たいふう

で幹
みき

が折
お

れる前は、

約４０ｍある高木
こうぼく

でした。 

  

二間戸小学校跡地のイチョウ 

 

シオマネキン（オス） 

イチョウは恐竜
きょうりゅう

の時代からある虫や火に強
つよ

い木で、 

色
いろ

んなところに植
う

えられているんだよ 
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（姫戸町二間戸 平成４年指定 市指定天然記念物） 

 山田のたちばな≪やまだのたちばな≫は姫戸町二間戸にある推定
すいてい

樹齢
じゅれい

130 年、幹囲
か ん い

1.08m、樹
じゅ

高
こう

7.5ｍのタチバナの木です。初夏
し ょ か

には香
かお

りの良
よ

い白い花を咲
さ

かせます。小型
こ が た

ミカ

ンの原木
げんぼく

としては姫戸町では唯一
ゆいいつ

の木といわれています。昭和
しょうわ

４３（１９６８）年には熊本県
くまもとけん

緑化
りょくか

推進
すいしん

委員会
いいんかい

から明治
め い じ

百年
ひゃくねん

記念
き ね ん

保存
ほ ぞ ん

木
ぼく

として指定
し て い

されました。 

 タチバナは日本固有
こ ゆ う

の種
しゅ

であり、海岸
かいがん

に近
ちか

い山地
さ ん ち

で自生
じ せ い

することがあります。姫戸町にも古
ふる

くから自生
じ せ い

したのではないかと考
かんが

えられていますが、現在
げんざい

はこの１本しかなく詳
くわ

しいことは分
わ

かっていません
 

。 

  

タチバナの実 

タチバナの木 

タチバナは常緑樹
じょうりょくじゅ

でいつも葉
は

が緑
みどり

だから 

永遠
えいえん

をたとえるということで人気
に ん き

の植物
しょくぶつ

なんだ 

上天草 四郎くん 
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（龍ヶ岳町大道 平成９年指定 市指定建造物） 

 開山塔≪かいざんとう≫は龍ヶ岳町大道の中園
なかぞの

地区
ち く

にある石塔
せきとう

です。この石塔は、大道の

園田
そ の だ

墓地内
ぼ ち な い

にあったものが現在
げんざい

の場所
ば し ょ

に移転
い て ん

されたもので、元々
もともと

どこにあったかは分
わ

かって

いません。龍ヶ岳にあったお寺
てら

の敷地内
し き ちな い

にあったものではないかと考
かんが

えられています。 

永
えい

享
きょう

１２年（１４４０）に上天草地方
ち ほ う

一帯
いったい

を大洪水
だいこうずい

が襲
おそ

い、お寺が流
なが

されてしまいました。その

ため、安全
あんぜん

な高台
たかだい

に禅寺
ぜんでら

を建設しました。開山塔は、そのお寺の再建
さいけん

記念
き ね ん

として嘉
か

吉
きつ

２年（１４４

２）に立てた石塔だと考えられています。上天草市では中世
ちゅうせい

の時代
じ だ い

の銘文
めいぶん

をもつ文化
ぶ ん か

財
ざい

は少

なく、石碑に彫
ほ

られている嘉吉２年は最
もっと

も古
ふる

い時代の銘文
めいぶん

の１つであると推測
すいそく

されています。 

  

開山塔 

刻まれた「嘉吉二年」の文字 

大道の東浦
ひがしうら

に寺
てら

床
どこ

という地名
ち め い

があって、 

その場所
ば し ょ

との関連
かんれん

が指摘
し て き

されているよ 

スター 
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（龍ヶ岳町大道 平成４年指定 市指定無形民俗文化財） 

大作山棒踊り≪おおさくやまぼうおどり≫は龍ヶ岳町大道地域
ち い き

に伝
つた

わる歌
うた

と踊
おど

りです。明治
め い じ

１０（１８77）年の西南
せいなん

戦争
せんそう

の際
さい

に地区
ち く

の青年
せいねん

が薩摩
さ つ ま

（現在
げんざい

の鹿児島県
か ご し ま け ん

）の武士
ぶ し

に教
おし

えてもらっ

た踊りがはじめとなっています。その後
ご

は地区で受
う

け継
つ

がれて観音
かんのん

祭
まつ

り等
など

の郷土
きょうど

行事
ぎょうじ

で披露
ひ ろ う

されています。 

しかし、昭和
しょうわ

５０年ごろに人手不足で踊りが一旦
いったん

とだえてしまいました。その後、平成
へいせい

３年に踊
おど

り手
て

にめどがつき、保存会
ほぞんかい

の人々を中心
ちゅうしん

としたメンバーが踊りを伝えて復活
ふっかつ

しました。平成４

年に再
ふたた

び観音祭りで披露
ひ ろ う

されました。 

 

上天草 四郎くん 

この棒
ぼう

踊り
お ど り

は、西南
せいなん

戦争
せんそう

のときに 

色
いろ

んなところに広
ひろ

まっていったんだよ 
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（龍ヶ岳町高戸 平成４年指定 市指定無形民俗文化財） 

小屋川内獅子舞≪こやがわちししまい≫とは、龍ヶ岳町高戸に大正
たいしょう

９（１９２０）年から約
やく

１００

年間伝
つた

わる獅子舞
し し ま い

です。小屋
こ や

川内
が わ ち

青年団
せいねんだん

と倉岳町
くらたけまち

（現天草市
げんあまくさし

倉岳町
くらたけまち

）の青年の交流
こうりゅう

がきっかけ

となり龍ヶ岳町高戸にも獅子舞が伝わりました。赤と青の獅子舞と玉振
た ま ふ

りが笛
ふえ

や太鼓
た い こ

のリズム

に乗
の

って激
はげ

しく踊
おど

るのが特徴です。 

獅子舞は高戸
た か ど

神社
じんじゃ

の秋期
しゅうき

大祭
たいさい

のときに奉納
ほうのう

（神社
じんじゃ

におさめること）されます。奉納前
まえ

には

早朝
そうちょう

から各家々
かくいえいえ

を回
まわ

り、獅子舞を披露して家内
か な い

安全
あんぜん

を祈願
き が ん

します。その他
ほか

にも複数
ふくすう

の神社を

回るため、全部
ぜ ん ぶ

の訪問先
ほうもんさき

を回るためには２日
ふつか

間
かん

かかります。 

  

 

スター 

獅子舞
し し ま い

は天草の様々
さまざま

な場所
ば し ょ

で奉納
ほうのう

されるよ 

多
おお

くの町
まち

で秋祭
あきまつ

りに奉納
ほうのう

されるんだって 
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（龍ヶ岳町高戸 平成９年指定 市指定天然記念物） 

山神の一本杉≪やまがみのいっぽんすぎ≫は、龍ヶ岳町高戸の龍ヶ岳
りゅうがたけ

登山
と ざ ん

道
どう

に生息
せいそく

している

杉
すぎ

の木です。高
たか

さは約
やく

３０ｍ、幹
みき

の太
ふと

さ約６ｍ、推定
すいてい

樹齢
じゅれい

６００年の大木
たいぼく

です。幹の根元
ね も と

には祠
ほこら

が祀
まつ

ってあります。 

言
い

い伝
つた

えでは、昔
むかし

１人の修験者
しゅげんしゃ

（山などの厳
きび

しい環境
かんきょう

で修行
しゅぎょう

する僧侶
そうりょ

）がやってきて、一本杉

の根元で寝泊
ね と

まりしながら修行していました。里
さと

の人たちが気
き

の毒
どく

に思い、そこに小屋
こ や

を建
た

て

てあげました。修験者はその好意
こ う い

に感激
かんげき

し、死
し

ぬ間
ま

際
ぎわ

まで村人
むらびと

の安全
あんぜん

や健康
けんこう

を祈
いの

り続
つづ

けました。

村人はその修験者が亡
な

くなったときに祠を建
た

てて弔
とむら

ったそうです。今
いま

では山の守
まも

り神
がみ

として、

祀
まつ

られています。 

  

パール 

旧
きゅう

１１月の初丑
はつうし

の日に 

山神
やまがみ

さまのお祭
まつ

りをするんだって 
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（大矢野町上 平成２４年指定 市指定古文書） 

 大庄屋吉田家文書≪おおじょうやよしだけもんじょ≫は、江戸
え ど

時代
じ だ い

に天
あま

草
くさ

の大矢野組（現在

の大矢野町と松島町、天草市有明町の一部）の大庄屋と上村
かみむら

の庄屋だった吉
よし

田
だ

家
け

に伝
つた

わる古
こ

文
もん

書
じょ

です。大庄屋とは、組に属する村々を統括し、江戸時代の市長
しちょう

や警察
けいさつ

署長
しょちょう

等
など

の役割
やくわり

を兼ね

たような役職でした。吉田家文書は、そういった役職に就いていた吉田家に伝わった古文書で

す。大庄屋・庄屋としての業務や吉田家に関する様々な文書
もんじょ

が含まれています。 

 文書の内容
ないよう

は「吉田家の経営
けいえい

や親族
しんぞく

の由緒
ゆいしょ

」、「吉田家が拠点
きょてん

とする上村に関
かん

するもの」、「大

庄屋としての吉田家の状況
じょうきょう

や上天草の歴史的
れ き し て き

な特徴
とくちょう

を示
しめ

すもの」、「天草の幕府
ば く ふ

代官所
だいかんじょ

や

島内
とうない

の有力者
ゆうりょくしゃ

たちとの連絡
れんらく

の実情
じつじょう

を明
あき

らかにするもの」など様々
さまざま

な内容のものがあります。こ

れらは上天草市だけではなく、天草全体
ぜんたい

の歴史
れ き し

を振
ふ

り返
かえ

ることが出来
で き

る重要
じゅうよう

な資料
しりょう

です。 

  

当時
と う じ

の天草
あまくさ

の村は１０組
くみ

に分
わ

けられていて 

吉
よし

田家
だ け

文書
もんじょ

はそのうちの一つである

大矢野組
お お や の く み

の古文書
こ も ん じ ょ

なんだよ。 

五橋博士 
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 広浦古墳≪ひろうらこふん≫は、大矢野町維和にあったとされる装飾
そうしょく

古墳
こ ふ ん

です。石材
せきざい

には、太刀
た ち

と

刀子
と う す

（細身
ほ そ み

の刀
かたな

）や半円状
はんえんじょう

の文様
もんよう

が彫
ほ

られています。大正
たいしょう

７年に発見
はっけん

されましたが、破壊
は か い

されてしま

いました。記録
き ろ く

によると円墳
えんぷん

（丸
まる

みのある山型
やまがた

の古墳
こ ふ ん

）であったそうです。 

 現在
げんざい

は京都
きょうと

大学
だいがく

と熊本県
くまもとけん

立
りつ

美術館
びじゅつかん

に広浦古墳の石材が保管
ほ か ん

されています。 

（大矢野町維和 未指定文化財） 

小波戸遺跡≪こばといせき≫は大矢野町上字小波
こ ば

戸
と

にある縄文
じょうもん

～古墳
こ ふ ん

時代
じ だ い

の遺跡
い せ き

です。この遺跡からは

縄文
じょうもん

時代
じ だ い

前期
ぜ ん き

の土器
ど き

や石器
せ っ き

、木
もく

製品
せいひん

などと中心
ちゅうしん

とした

遺物
い ぶ つ

が出土
しゅつど

しています。他
ほか

には、古墳時代の製塩式
せいえんしき

土器
ど き

も発見されていることから、小波戸遺跡で塩
しお

が作

られていた可能性
かのうせい

もあります。様々
さまざま

な資料
しりょう

を合
あ

わせる

と、出土
しゅつど

遺物
い ぶ つ

の数
かず

は３００点
てん

を超
こ

えています。 

当時
と う じ

の生活を示
しめ

す資料も多
おお

く、小波戸遺跡は当時の

人々
ひとびと

の暮
く

らしを知
し

ることができる貴重
きちょう

な遺跡です。 

（大矢野町上小波戸 未指定文化財） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
小波戸遺跡で出土した 

縄文時代前期の土器 
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いっちょ墓≪いっちょばか≫は大矢野町湯島にあ

る嶋原
しまばら

大変
たいへん

肥後
ひ ご

迷惑
めいわく

という津波
つ な み

の犠牲者
ぎ せ い し ゃ

の墓
はか

です。 

この津波は寛政
かんせい

４（１７９２）年に起
お

こり、長崎
ながさき

地方
ち ほ う

と熊本
くまもと

地方に大きな被害
ひ が い

をもたらしました。天草で

も約
やく

３６０名
めい

にのぼる死者
し し ゃ

が出ています。そのときの

遺体
い た い

が湯島に流
なが

れ着
つ

いたので、このいっちょ墓を立

てることで弔
とむら

いました。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

（大矢野町湯島 未指定文化財） 

天草砥石≪あまくさといし≫は、大矢野町の一部で産出
さんしゅつ

される砥石です。中砥石
な か とい し

として有名で、

主に農具
の う ぐ

の鎌
かま

や大工
だ い く

のカンナなどの道具
ど う ぐ

を研
と

ぐために使
つか

われます。近年
きんねん

では、美
うつく

しい木目
も く め

模様
も よ う

が

に着目
ちゃくもく

し、「木目
も く め

石
いし

」としてタイルなどにも利用
り よ う

されています。江戸
え ど

時代
じ だ い

から切
き

り出
だ

しが行
おこな

われてい

ましたが、明治
め い じ

時代
じ だ い

から砥石
と い し

産業
さんぎょう

が盛
さか

んとなり、日本中に売
う

り出されていました。 

現在でもその品質
ひんしつ

の評判
ひょうばん

は高
たか

く、上天草市を代表
だいひょう

する生産物
せいさんぶつ

の１つです。 

（大矢野町各所 未指定文化財） 
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（松島町今泉 未指定文化財）  

孝子喜左衛門の碑≪こうしきざえもんのひ≫は、松島町

今泉にある文
ぶん

久
きゅう

３年５月２８日に建
た

てられた喜
き

左
ざ

衛門
え も ん

の

孝行
こうこう

をたたえた石碑
せ き ひ

です。 

喜左衛門は評判
ひょうばん

の親孝行者
おやこうこうもの

で、その当時
と う じ

天草を治
おさ

めてい

た島原藩
しまばらはん

の領主
りょうしゅ

である松平
まつだいら

主殿頭
とのものかみ

忠房
ただふさ

の耳にもその評判

が入りました。忠房
ただふさ

は喜左衛門を自分
じ ぶ ん

の城
しろ

に呼
よ

び出
だ

し、銀
ぎん

を褒美
ほ う び

として与
あた

えたそうです。 

（松島町今泉 未指定文化財）  

だご石≪だごいし≫は松島町今泉にある白
しら

岳層
たけそう

の巨大
きょだい

な砂岩
さ が ん

です。だご石を形成
けいせい

している白岳

層は水や風
かぜ

に削
けず

られにくい硬
かた

い地層
ち そ う

なのですが、長年
ながねん

にわたって少
すこ

しずつ削
けず

られたため、現在
げんざい

の

ような形
かたち

になりました。 

白岳層から採
と

れる石は、合津
あ い つ

石
いし

という良質
りょうしつ

の石材
せきざい

として加工
か こ う

されていました。 

近くで見ただご石 遠くから見ただご石 
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（松島町内野河内 未指定文化財）  

内
 

野河内城跡≪うちのかわちじょうあと≫

は、松島町内野河内にある城跡
しろあと

です。造
つく

られた

時代
じ だ い

は分
わ

かっていませんが、鎌倉
かまくら

時代
じ だ い

以降
い こ う

の

中世期
ちゅうせいき

ではないかと考
かんが

えられています。 

内野河内城の本丸
ほんまる

跡
あと

の南側
みなみがわ

には、江戸
え ど

時代
じ だ い

初
はじ

めに造られた石垣
いしがき

が残
のこ

されています
 

。 

（松島町内野河内 未指定文化財）  

横道の五輪塔群≪よこみちのごりんとうぐん≫は、松島町内野河内にある五輪塔群
ごりんとうぐん

で

す。この五輪塔は内野
う ち の

河内
か わ ち

城
じょう

跡
あと

付近
ふ き ん

で発見
はっけん

され、組
く

み立
た

てられて現在
げんざい

の位置
い ち

に安置
あ ん ち

さ

れました。 

発見
はっけん

場所
ば し ょ

の近
ちか

くに内野河内城と関係
かんけい

のある寺
てら

があった可能性
か の うせ い

が指摘
し て き

されていますが、

詳
くわ

しいことは分
わ

かっていません。 
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二間戸城跡≪ふたまどじょうあと≫は姫戸町二間戸にある城
しろ

跡
あと

です。城主は中世
ちゅうせい

に活
かつ

躍
やく

した二
ふた

間
ま

戸
ど

氏
し

と伝わっており、二間戸城と二間戸氏は、中世に活躍した戦国武将
せんごくぶしょう

の相良
さ が ら

氏が書
か

いたとされ

る『八代日記
やつしろにっき

』に記録が残っています。 

 現在
げんざい

の地名
ち め い

は「寺
てら

」といって、これはお城
しろ

の中に寺があったことに由来
ゆ ら い

するのではないかと言
い

われ

ています。 

（姫戸町二間戸 未指定文化財） 

白嶽湿地≪しらたけしっち≫は姫戸町姫浦の山、白
しら

嶽
たけ

に広
ひろ

がる湿
しっ

地
ち

のことです。ここには、日本一小さなトンボ

であるハッチョウトンボと日本一
 

大きなトンボであるオニ

ヤンマが生息
せいそく

しています。また、貴重
きちょう

な絶滅
ぜつめつ

危惧
き ぐ

種
しゅ

のヒモ

ヅルの植生
しょくせい

も見
み

られます。 

現在
げんざい

は、様々
さまざま

な珍
めずら

しい生態
せいたい

系
けい

を形成
けいせい

している湿地とな

っていますが、以前
い ぜ ん

は水田
すいでん

や畑
はたけ

として利用
り よ う

されていた

土地
と ち

でした。 

（姫戸町姫浦 未指定文化財） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ハッチョウトンボ 
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磨製石斧≪ませいせきふ≫は、姫戸町で発見
はっけん

された

石器
せ っ き

時代
じ だ い

に使用
し よ う

されていた石の斧
おの

です。右の石斧は

二間
ふ た ま

戸
ど

遺跡
い せ き

から、左の石斧は工事
こ う じ

現場
げ ん ば

から発見されま

した。これらの石斧は磨
みが

いて形
かたち

を整
ととの

えてあるため、

磨製
ま せ い

石器
せ っ き

と呼ばれています。 

姫戸町の他
ほか

にも上天草市には、昔
むかし

の人々が暮
く

らして

いた跡
あと

である遺跡
い せ き

が残
のこ

っています。そういった遺跡から

はこのような遺物
い ぶ つ

が発見されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

（姫戸町二間戸遺跡など 未指定文化財） 

石灰窯≪せっかいがま、ひゃがま、ひゃーがま≫は、姫戸町二間戸にある江戸
え ど

時代
じ だ い

から続
つづ

く石灰
せっかい

産業
さんぎょう

において、石灰を焼
や

いていた窯
かまど

跡
あと

です。江戸時代後期に、石灰は、肥料
ひりょう

や虫よけとして使用
し よ う

され

始
はじ

めました。その後
ご

、時代
じ だ い

が進むとセメントの原料
げんりょう

として使用されるようになりました。 

しかし、水
みず

不足
ぶ そ く

などの要因
よういん

が重
かさ

なって工場
こうじょう

が海外
かいがい

への移転
い て ん

などでなくなってしまい、窯跡だけが残
のこ

っています。 

（姫戸町二間戸運動公園横 未指定文化財） 

 

 

  



49 

 

 殿の墓≪とんのはか≫は、龍ヶ岳大道にある平安
へいあん

時代
じ だ い

～鎌倉
かまくら

時代
じ だ い

初期
し ょ き

の武将
ぶしょう

の墓
はか

であると伝
つた

わる石造物
せきぞうぶつ

です。源平
げんぺい

合戦
かっせん

の際
さい

に天草に逃
のが

れた平家
へ い け

の武将が追手
お っ て

の源氏
げ ん じ

の武将との戦
たたか

いで亡
な

くなり、その霊
れい

を弔
とむら

うために作
つく

られたと伝わっています。 

 龍ヶ岳町には、他
ほか

にも平家
へ い け

伝説
でんせつ

に関
かか

わるものが数多
かずおお

くありますが、詳
くわ

しい関係性
かんけいせい

は分
わ

かって

いません
 

。 

（龍ヶ岳町大道赤崎 未指定文化財） 

樋島のアンモナイト化石≪ひのしまのあんもないとかせき≫は、龍ヶ岳町樋島の姫
ひめ

浦層
うらそう

か

ら発見
はっけん

されたアンモナイトの化石
か せ き

です。アンモナイトは、古生代
こせ いだい

から中生代
ちゅうせいだい

に生息
せいそく

していた頭
とう

足類
そくるい

と呼
よ

ばれる生
せい

物
ぶつ

です。現在
げんざい

のタコやイカの先祖
せ ん ぞ

だと考
かんが

えられています。 

龍ヶ岳町には化石が発見される地層
ち そ う

があり、そこからはイノセラムス（二枚貝
に まいがい

の一種
いっしゅ

）の化

石などがよく発見
 

されます。 

（龍ヶ岳町樋島 未指定文化財） 
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藤田家文書群≪ふじたけもんじょ≫は、龍ヶ岳町樋島

にある藤
ふじ

田家
た け

に所蔵
しょぞう

されていた古文書
こ も ん じ ょ

です。藤田家は

大庄屋
おおじょうや

という職
しょく

に就
つ

き、砥岐組（現在
げんざい

の龍ヶ岳町、姫戸

町、倉岳町
くらたけまち

、御所浦町
ご し ょ うら まち

一帯
いったい

）を治
おさ

めていました。 

藤田家文書には、江戸
え ど

時代
じ だ い

から明治
め い じ

時代
じ だ い

までの天草

と砥岐組の政治
せ い じ

に関
かかわ

わる物から個人的
こ じ ん て き

な物
もの

まで幅広
はばひろ

い

古文書
こ も ん じ ょ

が含
ふくま

まれています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（龍ヶ岳町樋島 未指定文化財） 

観乗寺≪かんじょうじ≫は、龍ヶ岳樋島にある浄土
じょうど

真宗
しんしゅう

の寺院
じ い ん

です。元
もと

の名前
な ま え

は、願乗寺
がんじょうじ

とい

いましたが、後
のち

に観乗寺に改名
かいめい

しました。 

始
はじ

まりは慶長
けいちょう

９（１６０４）年といわれています。大庄屋
おおじょうや

の藤田家が関
かか

わる寺社
じ し ゃ

として、長
なが

い間
あいだ

戸籍
こ せ き

の管理
か ん り

を行
おこな

っていました。 

また、「御消息
ごしょうそく

」と呼ばれる１２代
だい

准如
じゅんにょ

が書
か

いた書状
しょじょう

が保管
ほ か ん

されています。この書状
しょじょう

は「御書
ご し ょ

様
さま

」

として大切
たいせつ

に保管され、毎年
まいとし

１１月に天草中の様々
さまざま

なところで披露
ひ ろ う

されます。 

（龍ヶ岳町樋島） 

 

 

 

  

藤田家の先祖のことを 

記した古文書 
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