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豊かな土壌をつくってきた菊池川

「天然クーラー」と称される 滝の形もさまざま 秋の菊池渓谷

て
き
ま
し
た
。

菊
池
渓
谷

　

菊
池
渓
谷
は
、
菊
池
川
の
源
流
の

一
部
で
菊
池
市
街
地
か
ら
東
へ
約
17

㌔
、
阿
蘇
外
輪
山
の
北
西
部
の
標
高

５
０
０
㍍
〜
８
０
０
㍍
の
間
に
位
置

し
、
約
１
１
９
３
㌶
の
広
大
な
面
積

を
誇
り
ま
す
。

　

阿
蘇
く
じ
ゅ
う
国
立
公
園
の
一
角

を
な
し
、
う
っ
そ
う
と
し
た
天
然
生

広
葉
樹
で
覆
わ
れ
、
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
瀬
と
渕
と
滝
が
あ
り
ま
す
。
変
化

に
富
む
渓
流
と
美
し
い
森
林
が
お
り

な
す
景
色
は
ま
さ
に
絶
景
。
日
本
森

林
浴
の
森
百
選
・
日
本
名
水
百
選
・

日
本
の
滝
百
選
な
ど
に
選
ば
れ
、
西

日
本
有
数
の
景
勝
地
と
し
て
全
国
の

写
真
家
に
人
気
の
高
い
場
所
で
す
。

　

夏
で
も
平
均
水
温
は
13
度
と
低

く
、
避
暑
地
と
し
て
最
適
で
、
毎
年

多
く
の
観
光
客
や
地
元
の
人
た
ち
が

訪
れ
ま
す
。
夏
だ
け
で
は
な
く
、
春

は
新
緑
、
秋
に
は
紅
葉
、
冬
は
全
山

に
霧む

氷ひ
ょ
う

の
花
が
咲
く
な
ど
、
四
季
を

通
じ
て
訪
れ
る
人
々
の
心
を
和
ま
せ

て
く
れ
ま
す
。

　

菊
池
川
流
域
の
人
々
は
、
菊
池
川

を
活
用
し
な
が
ら
も
、
自
然
と
景
観

を
守
り
つ
つ
、
菊
池
川
に
寄
り
添
っ

て
生
き
て
き
ま
し
た
。
二
千
年
の
米

作
り
の
歴
史
は
、
菊
池
川
と
と
も
に

生
き
て
き
た
人
々
の
歴
史
そ
の
も
の

で
す
。

　
　
（
担
当
：
菊
池
市
生
涯
学
習
課
）

菊
池
川
と
菊
池
渓
谷

菊
池
川

　

阿
蘇
北
外
輪
山
か
ら
有
明
海
へ
と

西
流
す
る
菊
池
川
は
、総
延
長
71
㌔
、

流
域
面
積
９
９
６
平
方
㌔
㍍
の
一
級

河
川
で
す
。
高
低
差
が
少
な
く
、
特

に
山
間
部
か
ら
菊
池
市
隈わ

い

府ふ

市
街
地

に
至
る
ま
で
に
高
低
差
の
大
部
分
が

消
化
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
隈
府
市

街
地
か
ら
玉
名
市
の
河
口
ま
で
の
流

れ
が
、
非
常
に
緩
や
か
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

菊
池
川
は
、
豊
か
で
清
ら
か
な
水

と
肥ひ

沃よ
く

な
土
壌
を
も
た
ら
し
、
特
に

中
流
域
の
菊
池
か
ら
山
鹿
に
か
け
て

広
が
る
「
菊き

く

鹿ろ
く

盆
地
」や
下
流
域
の

「
玉
名
平
野
」は
、
古
代
か
ら
米
の
一

大
生
産
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

物
流
の
大
動
脈
と
し
て
も
県
北
地

域
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
水

運
を
利
用
し
て
中
央
や
海
外
と
米
や

物
産
の
取
り
引
き
が
盛
ん
に
行
わ
れ

菊池市

菊池渓谷
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③方保田東原遺跡全景

石包丁型鉄器（③出土品）木製二又鍬（⑤出土品） 鉄器群（③出土品）破鏡（⑥出土品）

器
も
出
土
し
、
そ
れ
ら
は
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
遺

跡
の
内
容
か
ら
、当
時
こ
の
一
帯
が
、

こ
の
地
域
の
中
心
的
な
集
落
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、
柳
町
遺
跡
か
ら
は
、
弥
生

時
代
末
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の

鍬く
わ

や
鋤す

き

な
ど
の
木
製
農
具
が
多
く
出

土
し
、
米
作
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
同
時
に

「
田
」と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
た
木も

く

製せ
い

短た
ん

甲こ
う

の
留
め
具
も
見
つ
か
り
、
発

見
当
時
に
は
日
本
最
古
の
文
字
と
し

て
話
題
を
集
め
ま
し
た
。
木
船
西
遺

跡
の
周
辺
も
大
規
模
な
集
落
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、中
国
鏡
の
破は

鏡き
ょ
う（
鏡

を
人
為
的
に
割
っ
た
も
の
）も
３
点

出
土
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
弥
生
の
大
集
落
の
長お

さ

は
、
次
の
古
墳
時
代
に
な
る
と
、
富

と
権
力
を
背
景
に
し
て
、
支
配
地
に

大
き
な
前
方
後
円
墳
を
築
く
よ
う
に

な
り
ま
す
。

（
担
当
：
和
水
町
社
会
教
育
課
）

菊
池
川
流
域
、米
作
り
の
曙

あ
け
ぼ
の①

弥
生
時
代
の
大
集
落
遺
跡
群

　

弥
生
時
代
に
は
各
地
で
米
作
り
が

始
ま
り
、
米
作
り
に
適
し
た
土
地
で

あ
っ
た
菊
池
川
本
流
や
支
流
の
周
囲

で
も
盛
ん
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

米
作
り
に
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
集

落
は
次
第
に
大
き
く
な
り
、
地
域
の

中
心
と
な
る
よ
う
な
大
集
落
が
営
ま

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
菊
池
市
の

う
て
な
遺
跡
や
小お

野の

崎ざ
き

遺
跡
、
山
鹿

市
の
方か

と
う
だ
保
田
東ひ

が
し

原ば
る

遺
跡
（
国
史
跡
）、

和
水
町
の
諏す

わ
の
は
ら

訪
原
遺
跡
、
玉
名
市
の

柳や
な
ぎ

町ま
ち

遺
跡
や
木き

船ぶ
ね

西に
し

遺
跡
な
ど
が
知

ら
れ
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
菊
池
川
を

見
下
ろ
す
台
地
上
に
立
地
し
ま
す
。

　

特
に
注
目
す
べ
き
は
方
保
田
東
原

遺
跡
で
す
。
国
内
唯
一
の
石い

し

包ぼ
う

丁ち
ょ
う

形が
た

鉄て
っ

器き

（
稲
穂
を
つ
む
道
具
）な
ど
の

鉄
製
品
や
、
鏡
な
ど
の
青
銅
製
品
が

多
く
出
土
す
る
ほ
か
、
家
の
形
を
し

た
珍
し
い
土
器
や
、
交
流
に
よ
っ
て

各
地
か
ら
運
ば
れ
た
多
種
多
様
な
土

九
州
新
幹
線

九州自動車道

鹿児島本線

竜門ダム

③

⑥
⑤

④
②

①
④

⑤
⑥

②

菊池川

菊池市

山鹿市

和水町

玉名市

387

387

325

325

3

1

③
①

①うてな遺跡　②小野崎遺跡
③方保田東原遺跡　④諏訪原遺跡
⑤柳町遺跡　⑥木船西遺跡

遺跡位置図
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飾
古
墳
の
数
は
１
１
７
基
で
全
国
一

の
密
度
を
誇
り
、
菊
池
川
流
域
の
古

墳
文
化
を
大
き
く
特
徴
づ
け
て
い
ま

す
。（
担
当
：
和
水
町
社
会
教
育
課
）

④岩原双子塚古墳全景

③チブサン古墳石室

銀象嵌入り鉄刀に描かれた馬（⑤出土品） 冠帽（⑤出土品）

規
模
で
す
が
、
出
土
し
た
副ふ

く

葬そ
う

品ひ
ん

は

冠か
ん

帽ぼ
う

や
金
の
耳
飾
り
な
ど
極
め
て
豪

華
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
国
宝
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
75
文

字
が
銀
で
象ぞ

う

嵌が
ん

さ
れ
た
鉄て

っ

刀と
う

は
大
変

貴
重
な
歴
史
資
料
で
、
当
時
こ
の
地

域
が
ヤ
マ
ト
政
権
と
深
い
関
係
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。

装
飾
古
墳
群

　

６
世
紀
に
な
る
と
、
清
原
古
墳
群

の
塚つ

か

坊ぼ
う

主ず

古
墳
を
皮
切
り
に
、
菊
池

川
流
域
で
も
古
墳
の
内
外
に
文も

ん

様よ
う

を

描
い
た
装
飾
古
墳
が
造
ら
れ
ま
し

た
。
装
飾
古
墳
文
化
は
流
域
全
体
に

広
ま
り
、
玉
名
市
の
大だ

い

坊ぼ
う

古
墳
、
山

鹿
市
の
チ
ブ
サ
ン
古
墳
や
鍋な

べ

田た

横

穴
、
菊
池
市
の
袈け

裟さ

尾お

高た
か

塚つ
か

古
墳
な

ど
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
約
１
５
０
０

年
前
の
彩
色
は
驚
く
ほ
ど
鮮
や
か
な

も
の
も
あ
り
、
鍋
田
横
穴
の
人
物
像

な
ど
は
、
墓
の
主ぬ

し

を
守
ろ
う
と
す
る

思
い
を
今
に
伝
え
ま
す
。
流
域
の
装

菊
池
川
流
域
、米
作
り
の
曙

あ
け
ぼ
の②

　

古
墳
時
代
に
な
る
と
、
各
地
の
有

力
者
が
古
墳
を
築
造
し
ま
し
た
。
菊

池
川
流
域
で
も
、
米
作
り
な
ど
で
富

を
蓄
え
た
集
落
の
長お

さ

に
よ
り
前
方
後

円
墳
が
造
ら
れ
、
装
飾
古
墳
な
ど
独

特
の
文
化
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

岩い
わ

原ば
る

双ふ
た

子ご

塚づ
か

古
墳

　

山
鹿
市
の
岩
原
台
地
上
に
あ
る
岩

原
古
墳
群
の
中
で
、
唯
一
の
前
方
後

円
墳
で
す
。
墳ふ

ん

長ち
ょ
う

約
１
０
７
ｍ
の
と

て
も
き
れ
い
な
形
で
、
県
内
最
大
級

の
規
模
を
誇
り
ま
す
。
一
帯
は
公
園

と
し
て
整
備
さ
れ
、
熊
本
県
立
装
飾

古
墳
館
が
隣
接
し
て
い
ま
す
。

江え

田た

船ふ
な

山や
ま

古
墳

　

和
水
町
の
清せ

い

原ば
る

台
地
上
に
清
原
古

墳
群
が
あ
り
、
こ
の
地
域
一
帯
の
歴

代
の
首し

ゅ

長ち
ょ
う

墓ぼ

が
並
ん
で
い
ま
す
。
そ

の
中
で
最
も
有
名
な
も
の
が
江
田
船

山
古
墳
で
す
。
墳
長
は
約
62
ｍ
と
中

九
州
新
幹
線

九州自動車道

鹿児島本線

竜門ダム
③

⑥⑦
⑤

④

②

①④
⑤
⑥⑦

②

菊池川

菊池市

山鹿市

和水町

玉名市

387

387

325

325

3

1

③

①

①袈裟尾高塚古墳　②チブサン古墳　③鍋
田横穴　④岩原双子塚古墳　⑤江田船山
古墳　⑥塚坊主古墳　⑦大坊古墳

遺跡位置図
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全
国
か
ら
３
５
１
点
の
応
募

が
あ
り
、
菊
池
川
流
域
日
本
遺

産
協
議
会
で
次
の
と
お
り
決
定

し
ま
し
た
。
作
者
は
菊
池
市
在

住
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
緒お

方が
た

徹と
お
る

さ
ん

（
54
）で
す
。
緒
方
さ
ん
は
「
流

域
の
『
ス
ト
ー
リ
ー
』に
焦
点

を
当
て
、
川
と
時
間
の
流
れ
を

絵
巻
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し

た
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
を
日

本
昔
話
風
に
表
現
す
る
こ
と

で
、
多
様
な
要
素
が
こ
の
流
域

に
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し

て
い
ま
す
」と
話
し
ま
し
た
。

ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
決
定

条
里
跡
（
玉
名
市
）

鞠
智
城
跡

川
本
流
沿
い
の
平
地
、
ま
た
そ
の

支
流
で
あ
る
山
鹿
市
の
上
内
田
川

や
岩
野
川
沿
い
の
平
地
、
さ
ら
に

下
流
の
玉
名
平
野
の
菊
池
川
沿
い

の
平
地
が
条
里
跡
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
も
、
上
内
田
川
流
域
と

玉
名
平
野
に
は
、
条
里
制
当
時
の

区
画（
一
辺
約
１
０
９
㍍
の
区
画
）

が
そ
の
ま
ま
残
り
、
い
わ
ば
「
千

年
以
上
の
田
園
風
景
」が
続
い
て

い
る
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
条
里
制
に
よ
り
土

地
の
場
所
が
、
例
え
ば
「
四
条

五
里
九
坪
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
今
で
も
、
山
鹿

市
鹿
本
町
や
鹿
央
町
な
ど
に
は

「
三さ

ん

十じ
ゅ
う

六ろ
く

」な
ど
と
い
う
数
字
の

地
名
が
あ
り
、
条
里
制
か
ら
の
呼

び
方
が
残
っ
て
い
ま
す
。

鞠
智
城
跡

　

鞠
智
城
跡
は
東
ア
ジ
ア
情
勢
が

緊
迫
し
た
７
世
紀
後
半
に
、唐と

う（
中

国
）や
新し

ら
ぎ羅
（
朝
鮮
）か
ら
の
攻

平
地
に
田
を
拓ひ

ら

く

（
条じ

ょ
う

里り

跡
、
鞠き

く

智ち

城じ
ょ
う

跡
）

条
里
跡

　

７
世
紀
以
降
、
日
本
の
政
治
は

天
皇
中
心
の
仕
組
み
と
な
り
ま

す
。
当
時
の
政
府
は
、
国
中
の
土

地
を
同
じ
広
さ
で
碁
盤
の
目
の
よ

う
な
正
方
形
に
区
分
け
し
ま
し

た
。
こ
の
土
地
区
画
法
を
条
里
制

と
い
い
ま
す
。
ま
ず
、
全
国
を
約

60
の
国
に
分
け
、
さ
ら
に
国
を
郡

に
分
け
ま
し
た
。
そ
し
て
郡
を
６

町
（
約
６
５
４
㍍
）
間
隔
で
縦
横

に
区
切
り
、縦（
南
北
）の
列
を
条
、

横
（
東
西
）の
列
を
里
と
し
ま
し

た
。そ
の
一
区
画
を「
里
」と
呼
び
、

そ
れ
を
さ
ら
に
一
辺
が
１
町
（
約

１
０
９
㍍
）の
36
の
正
方
形
に
区

切
り
、そ
れ
を「
坪
」と
し
ま
し
た
。

　

菊
池
川
流
域
の
平
地
部
分
も
同

様
に
条
里
制
で
区
分
け
さ
れ
ま
し

た
。
県
教
育
委
員
会
の
調
査
に
よ

る
と
、
菊
池
市
と
山
鹿
市
の
菊
池

撃
に
備
え
て
築
か
れ
た
古
代
山
城

の
跡
で
す
。
山
鹿
市
と
菊
池
市
の

境
と
な
る
米よ

な

原ば
る

台
地
上
に
あ
り
、

現
在
約
65
㌶
が
国
の
史
跡
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
県
教
育
委
員
会
が
中

心
と
な
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
、
城
門
や
建
物
の
跡
、
貯
水
池

の
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
稲
を
納
め
た
こ
と
を
示
す

木も
っ
か
ん簡
や
、
百く

だ
ら済
と
の
関
連
を
示
す

仏
像
や
瓦
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
城
の
周
り
は
谷
が
入
り
組

ん
だ
複
雑
な
地
形
で
す
が
、
西
側

の
平
地
に
は
上
内
田
川
流
域
条
里

跡
が
広
が
り
ま
す
。
米
が
得
や
す

く
、
守
り
や
す
い
土
地
で
あ
っ
た

た
め
こ
の
地
に
城
が
築
か
れ
た
の

で
し
ょ
う
。

　

現
在
一
帯
は
歴
史
公
園
と
し
て

整
備
さ
れ
、
た
く
さ
ん
の
方
が
訪

れ
て
い
ま
す
。

（
担
当
：
山
鹿
市
文
化
課
）

九
州
新
幹
線

九州自動車道

鹿児島本線

竜門ダム

③

②
①

②
菊池川

菊池市

山鹿市

和水町

玉名市

387

387

325

325

3

1

③

①

①鞠智城跡　②条里跡（上内田川流域）
③条里跡（玉名平野）

遺跡位置図
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築
地
井
手
（
菊
池
市
）

御
宇
田
井
手
（
山
鹿
市
）

九
州
新
幹
線

九州自動車道

鹿児島本線

竜門ダム
③

⑥

⑦

⑤

④

②
①

④

⑤ ⑥

⑦

⑨⑨
⑧⑧

②菊池川
菊池市

山鹿市

和水町

玉名市

387

387

325

325

3

1

③
①

①原井手②築地井手③古川兵戸井手
④御宇田井手⑤津留井手⑥小坂井手
⑦平野井手⑧寺田井手⑨河崎井手

遺跡位置図

場
所
に
水
を
引
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
た
め
、
溜
め
池
や
川
の

堰
は
比
較
的
標
高
の
高
い
場
所
に

造
ら
れ
ま
し
た
。
場
所
に
よ
っ
て

は
山
を
越
し
て
水
路
を
通
す
た

め
、
ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

　

菊
池
川
流
域
の
井
手
は
、
他
の

地
域
と
同
様
に
比
較
的
山
間
に
見

ら
れ
ま
す
。菊
池
市
に
は
原は

る

井
手
、

築つ
い

地じ

井
手
、
古ふ

る

川か
わ

兵ひ
ょ
う

戸ど

井
手
な
ど

が
知
ら
れ
、
山
鹿
市
で
は
御
宇
田

井
手
、
津つ

留る

井
手
、
小お

坂さ
か

井
手
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
下
流
の
和
水
町

で
は
平ひ

ら

野の

井
手
、
玉
名
市
に
は
寺て

ら

田だ

井
手
、
河か

わ

崎さ
き

井
手
な
ど
が
造
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん

ど
が
今
も
現
役
で
、
流
域
の
水
田

に
水
を
与
え
続
け
て
い
ま
す
。

御
宇
田
井
手

　

上
内
田
川
の
津つ

袋ぶ
く
ろ

と
い
う
場
所

山や
ま
間あ

い
に
田
を
拓ひ

ら

く
①
　
菊
池
川
流
域
の
井い

手で

、
御み

宇う

田た

井
手
（
中
世
の
井
手
）

　

平
安
時
代
の
後
半
以
降
、
山
間

で
は
溜た

め
池
造
成
や
水
路
建
設
な

ど
の
農
業
土
木
技
術
の
向
上
に

よ
っ
て
、
菊
池
川
流
域
で
も
井
手

（
用
水
路
）が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
水
が
届

か
な
か
っ
た
高
台
を
水
田
に
変

え
、
耕
作
面
積
を
増
や
し
て
い
き

ま
し
た
。

菊
池
川
流
域
の
井
手

　

井
手
と
は
、
人
工
的
に
造
っ

た
「
農
業
用
水
路
」の
こ
と
で
す
。

菊
池
川
流
域
で
は
、
井
手
は
中
世

（
平
安
時
代
後
半
ご
ろ
）か
ら
造

ら
れ
ま
す
。
ま
ず
水
を
確
保
す
る

た
め
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
溜
め
池

を
造
成
す
る
か
、
川
に
堰せ

き

を
造
り

水
を
せ
き
止
め
、
そ
こ
か
ら
田
に

向
け
て
溝
を
掘
っ
て
い
き
ま
す
。

水
を
溜
め
る
場
所
が
標
高
の
高
い

場
所
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
よ
り
低
い

で
堰
を
造
り
、
そ
こ
か
ら
長
さ
約

４
㌔
に
わ
た
り
御
宇
田
地
区
の

２
０
０
㌶ 

あ
ま
り
の
田
を
潤
す

井
手
で
す
。
熊
本
県
内
で
最
も
古

い
井
手
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
言
い

伝
え
に
よ
る
と
、
平
安
時
代
後
期

の
延え

ん

長ち
ょ
う

２
（
９
２
５
）
年
、
こ
の

地
域
の
豪
族
で
あ
る
御
宇
田
光み

つ

重し
げ

が
造
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
現
在
も

そ
の
偉
業
を
た
た
え
る
た
め
、
毎

年
田
植
え
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
に
井

手
の
恩
恵
を
受
け
る
関
係
者
た
ち

が
「
御
宇
田
ど
ん
祭
り
（
殿と

の

さ
ん

ま
つ
り
）」と
し
て
祈
り
を
さ
さ

げ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
堰
の
近
く
に
あ
る
円
形

の
分ぶ

ん

水す
い

施
設
は
昭
和
30
年
代
に
造

ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
も
の

で
、
川
か
ら
取
り
入
れ
た
水
の
７

割
を
井
手
に
流
し
、
残
り
の
３
割

を
川
に
戻
す
も
の
で
す
。

（
担
当
：
山
鹿
市
文
化
課
）

10
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11

番ば
ん

所し
ょ

地
区
の
棚
田
（
山
鹿
市
）

　

番
所
地
区
の
棚
田
は
山
鹿
市
菊

鹿
町
矢
谷
に
あ
り
ま
す
。「
番
所
」

の
地
名
は
か
つ
て
国く

に
ざ
か
い境
の
交
通
の

要
所
に
設
置
さ
れ
た
御
番
所
が
あ

っ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
番
所

地
区
は
八や

方ほ
う

ケが

岳た
け

や
国
見
山
な
ど

の
標
高
千
㍍
級
の
山
々
が
連
な
る

筑ち
く

肥ひ

山
地
の
南
側
に
立
地
し
て
い

ま
す
。
棚
田
は
上
内
田
川
に
流
れ

込
む
小
さ
な
川
が
造
っ
た
深
い
谷

に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
急
斜

面
に
水
田
を
造
る
の
は
困
難
な
作

業
で
す
。

　
谷
筋
に
あ
る
山
林
を
切
り
拓
き
、

斜
面
を
階
段
状
に
加
工
し
、
上
面

に
平
坦
な
水
田
面
を
作
り
ま
す
。

階
段
状
の
水
田
を
維
持
す
る
た
め

に
、
水
田
の
側
面
に
は
自
然
石
を

利
用
し
た
石
垣
を
築
き
ま
す
。

　

谷
全
体
に
広
が
る
棚
田
と
棚
田

の
担
い
手
が
住
む
集
落
と
が
調
和

し
た
農
村
景
観
は
美
し
く
、
訪
れ

る
人
々
に
感
動
を
与
え
ま
す
。
秋

の
訪
れ
と
と
も
に
、
頭こ

う
べ

を
垂
れ
た

黄
色
の
稲
穂
が
実
る
水
田
の
周
り

に
は
真
っ
赤
な
彼
岸
花
が
咲
き
並

び
ま
す
。
懐
か
し
い
故
郷
の
風
景

は
、
平
成
11
年
に
「
日
本
の
棚
田

百
選
」に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
担
当
：
菊
池
市
生
涯
学
習
課
）

測
量
技
術
や
土
木
技
術
が
向
上

し
、
高
い
技
術
の
も
と
に
水
路
が

開
削
さ
れ
ま
し
た
。

　

原
井
手
は
全
長
約
11
㌔
も
あ
る

長
距
離
の
水
路
で
す
。
こ
の
水
路

で
、
農
業
土
木
技
術
史
上
、
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
の
が
約
４
５
０

㍍
の
水
路
ト
ン
ネ
ル
で
、
肥
後
藩

最
古
の
も
の
で
す
。
惣そ

う

庄じ
ょ
う

屋や

の
河か

わ

原は
る

杢も
く

左ざ

衛え

門も
ん

は
こ
の
井
手
開
発
に

尽
力
し
、
そ
の
功
績
を
顕
彰
す
る

記
念
碑
が
原
井
手
の
北
側
を
通
る

県
道
２
０
３
号
の
道
路
そ
ば
に
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

き
く
ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流
館

で
は
、
７
月
か
ら
９
月
の
期
間
限

定
で
、
こ
の
原
井
手
を
下
る
イ
デ

ベ
ン
チ
ャ
ー
が
体
験
で
き
ま
す
。

カ
ヤ
ッ
ク
に
乗
り
、
水
の
流
れ
に

身
を
ま
か
せ
、
水
の
流
れ
る
音
や

風
を
感
じ
る
こ
と
で
、
井
手
が
作

ら
れ
た
当
時
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ

し
た
気
持
ち
に
な
れ
ま
す
。

　

菊
池
川
流
域
で
行
わ
れ
て
い
る

稲
作
の
場
所
は
、
水
田
が
立
地
す

る
地
表
の
形
態
で
大
き
く
３
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

ら
は
菊
池
川
上
流
の
山
間
地
、
中

流
の
平
地
、
下
流
の
海
辺
で
す
。

今
回
は
山
あ
い
で
の
稲
作
に
必
要

な
水
と
耕
作
地
を
取
り
上
げ
ま
す
。

原は
る

井
手
（
菊
池
市
）

　

原
井
手
は
山
野
を
切
り
拓
い
て

作
ら
れ
た
用
水
路
で
す
。
こ
の
用

水
路
を
流
れ
る
水
が
標
高
の
高
い

土
地
で
の
稲
作
を
可
能
に
し
ま
し

た
。
水
は
高
い
所
か
ら
低
い
所
に

流
れ
ま
す
。
こ
の
水
を
広
い
範
囲

で
利
用
す
る
た
め
に
は
、
高
低
差

の
あ
る
水
路
に
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
菊
池
市
原
に
あ
る
原
井
手

は
元
禄
11
（
１
６
９
８
）
年
に
工

事
が
開
始
さ
れ
、
３
年
後
に
完
成

し
ま
し
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、

イ
デ
ベ
ン
チ
ャ
ー

番
所
地
区
の
棚
田

遺跡位置図

①原井手　②番所地区の棚田

鹿
央
里
や
ま
蓮
ま
つ
り

　

岩い
わ

原ば
る

双ふ
た

子ご

塚づ
か

古
墳
に
隣
接
す

る
ハ
ス
公
園
で
は
、
約
２
千
年

前
の
ハ
ス
と
い
わ
れ
る
大
賀
ハ

ス
を
は
じ
め
、
約
10
種
類
の
ハ

ス
が
見
ご
ろ
を
迎
え
ま
す
。

期 

間
　

　
６
月
下
旬
〜
８
月
初
旬

場 

所　
鹿
央
古
代
の
森
交
流
施

設
「
里
や
ま
」古
代
ハ
ス
園

問
い
合
わ
せ
先　
鹿
央
物
産
館

　

☎
０
９
６
８（
36
）３
８
３
８

イ
ベ
ン
ト
情
報

九
州
新
幹
線

九州自動車道

鹿児島本線

竜門ダム

②

①

②

菊池川
菊池市

山鹿市

和水町

玉名市

387

387

325

325

3

1

①

山
あ
い
に
田
を
拓ひ

ら
く
② （
原は

る

井
手
、番ば

ん
　
し
ょ所

地
区
の
棚
田
）
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玉
名
干か

ん
た
く拓

の
歴
史
と
　

干
拓
施
設

末
広
開
樋
門
（
六
枚
戸
）
明
丑
開
潮
受
堤
防

イ
ベ
ン
ト
情
報

明豊開潮受堤防

江戸時代以降の干拓で生まれた菊池川河口の耕作地

明丑開潮受堤防
末広開潮受堤防

末広開樋門

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
最
終
日
曜
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

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
）

村
ま
と
め
た
単
位
）や
村
で
盛
ん

に
干
拓
を
進
め
ま
し
た
。
明
治

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
始
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
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菊池川 日本遺産 検索

冨
田
甚
平
に
つ
い
て

　

冨
田
甚
平
は
嘉か

永え
い

元

（
１
８
４
８
）
年
、
菊
池
郡
砦と

り
で

村

大
字
台う

て
な

字
水み

ず

島し
ま

（
現
・
菊
池
市
七

城
町
）に
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
明
治
８
（
１
８
７
５
）
年
か

ら
明
治
10
（
１
８
７
７
）
年
ま
で

菊
池
郡
の
地
租
改
正
担
当
御ご

用よ
う

掛が
か
り

を
拝
命
し
、
地
域
の
土
地
等
級
の

決
定
に
参
画
し
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
の
過
程
で
、
あ
ぜ
一

つ
し
か
離
れ
て
い
な
い
の
に
土
地

等
級
が
極
端
に
異
な
り
、
収
穫
量

に
差
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま

す
。
そ
の
原
因
が
主
に
地
下
水
に

あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
ま
し
た
。

　

地
下
水
を
調
節
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
等
級
の
低
い
水
田
も
乾

田
並
み
の
等
級
に
高
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
こ
と

が
暗
渠
排
水
法
の
研
究
の
出
発
点

に
な
り
ま
し
た
。

　
（
担
当
：
菊
池
市
生
涯
学
習
課
）

水
も
で
き
る
機
能
を
合
わ
せ
持
つ

点
が
大
き
な
特
徴
で
す
。
画
期
的

な
技
術
で
あ
り
、
湿
田
で
の
耕
作

を
可
能
に
し
ま
し
た
。

　

米
作
り
の
耕
作
地
を
沼
地
ま
で

拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

土
地
改
良
技
術
の
進
歩
が
大
き
な

要
因
で
す
。
そ
の
土
地
改
良
技
術

の
研
究
を
行
い
、
実
践
的
な
成
果

を
上
げ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
が

冨
田
甚じ

ん

平ぺ
い

で
す
。

冨
田
式
暗あ

ん

渠き
ょ

排
水
法

　

冨
田
甚
平
は
最
初
に
「
留と

め

井い

戸ど

」に
よ
る
地
下
水
位
の
調
節
を

可
能
に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ

の
方
法
に
改
良
を
加
え
、「
水す

い

閘こ
う

土
管
」を
開
発
し
ま
し
た
。
こ
の

方
法
は
留
井
戸
よ
り
も
小
型
に
な

り
、
あ
ぜ
に
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
、工
事
費
も
安
価
に
で
き
ま
す
。

　

こ
の
水
閘
土
管
は
排
水
調
節
の

内う
ち

ぶ
た
を
上
か
ら
針
金
で
上
げ
下

げ
を
し
、
簡
単
で
確
実
な
操
作
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
方
法
は
排
水
だ
け
で
な
く
、
貯

冨
田
式
暗
渠
排
水
の
土
管
↓

↑冨田甚平

■
和
水
町
古
墳
祭

　

装
飾
古
墳
で
あ
る
塚
坊
主
古
墳

の
一
般
公
開
も
行
い
ま
す
。

日 

時　
▼
８
月
第
一
土
曜
日
と
日

曜
日

場
所　
江
田
船
山
古
墳
公
園
一
帯

イ
ベ
ン
ト
情
報

❶ふたを落とせば給水
❷ふたを上げれば排水
　（田んぼの水を抜きたいとき）

水田

水

断面

柴やササ

竹筒の束

地表
ふた

土❶

❷

冨田式暗
あん

渠
きょ

排水法

遺跡位置図

①冨田式暗渠排水法

九
州
新
幹
線

九州自動車道

鹿児島本線

竜門ダム

①菊池川
菊池市

山鹿市

和水町

玉名市

387

387

325

325

3

1

①
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菊池川 日本遺産 検索

米
作
り
に
よ
る
豊
か
な
文
化
①（
菊
池
一
族
）

う
え
で
大
変
貴
重
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
国
指
定
重
要
無
形
文
化
財
に

な
っ
て
い
ま
す
。

正し
ょ
う

観か
ん

寺じ

　

15
代
武
光
の
菩ぼ

提だ
い

寺じ

で
、
菊
池

五ご

山ざ
ん

の
中
心
で
あ
る
臨り

ん

済ざ
い

宗し
ゅ
う

の
寺

院
で
す
。
創
建
時
に
は
３
間
×
４

間
の
建
物
が
建
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
、
そ
れ
に
伴
う
礎そ

石せ
き

が
残
っ

て
お
り
、
県
指
定
文
化
財
に
な
っ

て
い
ま
す
。
礎
石
の
周
辺
か
ら
布ぬ

の

目め

瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
平
安
時

代
の
創
建
と
想
定
で
き
ま
す
。

菊
池
五
山

　

菊
池
一
族
が
京
都
や
鎌
倉
の

五
山
に
な
ら
い
定
め
た
も
の
で

す
。
菊
池
市
内
に
東と

う

福ふ
く

寺じ

、
西さ

い

福ふ
く

寺じ

、
南な

ん

福ぷ
く

寺じ

、
北ほ

っ

福ぷ
く

寺じ

、
大だ

い

琳り
ん

寺じ

の
５
つ
の
寺
院
が
配
置
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
菊
池
の
文
教
が
盛

ん
に
な
る
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。

　
（
担
当
：
菊
池
市
生
涯
学
習
課
）

近
く
に
は
菊
池
川
が
流
れ
て
お
り
、

舟
運
に
便
利
な
場
所
で
す
。

赤
星
舟
着
場

　

菊
池
川
に
面
し
た
菊
之
城
跡
の

対
岸
に
は
、
現
在
、
赤
星
集
落
が

あ
り
ま
す
。
集
落
内
に
は
菊
池
川

に
向
か
う
細
長
い
道
が
並
行
し
た

状
態
で
６
本
残
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
道
は
赤
星
舟
着
場
で
の
荷

物
の
積
み
下
ろ
し
用
と
考
え
ら
れ
、

菊
池
川
岸
と
交
わ
る
場
所
周
辺
が

船
着
き
場
と
推
定
で
き
ま
す
。

菊
池
の
松ま

つ

囃ば
や

子し

　

征
西
将
軍
の
懐
良
親
王
を
迎
え

年
頭
の
祝
儀
と
し
て
行
わ
れ
た
の

が
御お

ん

松ま
つ

囃ば
や

子し

御お

能の
う

の
起
源
で
す
。

毎
年
10
月
13
日
、
菊
池
松
囃
子
能

場
で
懐
良
親
王
ゆ
か
り
の
椋む

く

の
大

木
に
向
か
っ
て
能
が
演
じ
ら
れ
ま

す
。
舞
が
古
風
で
、
謡う

た
い
も
素
朴
な

要
素
が
あ
り
、
能
の
変
遷
を
知
る

　

菊
池
一
族
は
、
平
安
時
代
か
ら

室
町
時
代
後
半
ま
で
の
約
４
５
０

年
に
わ
た
り
、
菊
池
地
域
を
中
心

と
し
て
活
躍
し
た
肥
後
の
代
表
的

な
豪
族
で
す
。
最
も
栄
え
た
の
が

南
北
朝
時
代
で
、
15
代
武た

け

光み
つ

は
後ご

醍だ
い

醐ご

天
皇
の
皇
子
、
懐か

ね

良な
が

親
王
を

征せ
い

西せ
い

将
軍
と
し
て
迎
え
北
朝
方
と

の
戦
い
に
勝
利
し
、
一
時
は
九
州

の
大
半
を
統
一
し
ま
し
た
。
そ
の

背
景
に
は
米
に
よ
る
財
政
基
盤
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
菊
池

地
域
に
は
菊
池
一
族
ゆ
か
り
の
文

化
財
が
数
多
く
残
っ
て
お
り
、
そ

の
中
の
5
カ
所
を
紹
介
し
ま
す
。

菊
之
城
跡

　

初
代
則の

り

隆た
か

が
菊
池
市
深ふ

か

川が
わ

に
築

い
た
館
跡
で
す
。
周
囲
の
地
形
を

観
察
す
る
と
、
一
段
低
く
な
っ
た

箇
所
（
水
田
）が
方
形
に
巡
っ
て

お
り
、
元
々
は
濠
に
囲
ま
れ
た
館

と
推
定
で
き
ま
す
。
館
跡
の
南
側

赤
星
集
落
内
道

松
囃
子

❶
菊き

く

之の

城じ
ょ
う

跡　

❷
赤
星
舟
着
場　

❸
菊
池
の
松ま

つ

囃ば
や

子し　

❹
正し

ょ
う

観か
ん

寺じ　
❺
菊
池
五
山（ａ
東と

う

福ふ
く

寺じ

、ｂ
西さ

い

福ふ
く

寺じ

、ｃ
南な

ん

福ぷ
く

寺じ

、ｄ
北ほ

っ

福ぷ
く

寺じ

、ｅ
大だ

い

琳り
ん

寺じ

）

　 →至菊池渓谷

至熊本空港
↓

菊池
市役所

●

至熊本市↓

❶

❷

❸ ❹❺a

❺c

❺b

❺e

❺d
位置図

メ
モ
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菊池川 日本遺産 検索

米
作
り
に
よ
る
豊
か
な
文
化
②（
菊
池
川
の
水
運
）

尻
15
万
俵
、
八
代
5
万
俵
と
、
高

瀬
で
取
り
扱
う
年
貢
米
の
量
が
藩

内
最
大
で
し
た
。
高
品
質
と
安
定

し
た
供
給
量
を
誇
る
肥
後
米
は
全

国
各
地
の
米
が
売
買
さ
れ
る
堂
島

で
も
高
い
評
価
を
受
け
、
熊
本
藩

の
重
要
な
収
入
源
と
な
り
ま
し
た
。

菊
池
川
水
運
の
整
備

　

江
戸
時
代
後
半
に
な
る
と
、
高

瀬
の
さ
ら
に
下
流
の
晒さ

ら
し

に
も
御
蔵

が
整
備
さ
れ
、
高
瀬
御
蔵
の
補
助

的
役
割
を
担
い
ま
し
た
。
高
瀬
と

晒
に
は
護
岸
の
石
垣
と
俵
を
積
み

出
し
た
石
畳
（
俵
こ
ろ
が
し
）が

現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。
高
瀬
や

大
浜
で
は
年
貢
米
の
輸
送
に
関
わ

る
廻か

い

船せ
ん

問ど
ん

屋や

が
多
く
、
水
運
が
盛

ん
に
な
る
に
つ
れ
町
も
大
き
く
繁

栄
し
ま
し
た
。

　

菊
池
川
下
流
域
で
は
、
特
に
江

戸
時
代
以
降
、
高
瀬
を
中
核
と
し

た
水
運
機
能
が
整
備
さ
れ
、
地
域

の
発
展
に
貢
献
し
ま
し
た
。

　
　
　
（
担
当
：
玉
名
市
文
化
課
）

江
戸
時
代
以
降
盛
ん
に
な
る
干
拓

事
業
の
下
地
と
な
り
ま
し
た
。

近
世
高
瀬
の
発
展

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
年
貢
米

や
物
資
を
運
搬
す
る
た
め
、
流
域

全
体
で
舟ふ

な

着つ
き

場ば

の
整
備
が
進
め
ら

れ
ま
す
。
現
在
の
菊
池
市
七
城
町

の
高た

か

島じ
ま

舟
着
場
、
山
鹿
市
豊
前
街

道
下
町
の
舟
着
場
、
和
水
町
菰こ

も

田だ

の
舟ふ

な

継つ
ぎ

所し
ょ

な
ど
が
あ
り
、
年
貢
米

は
高
瀬
ま
で
下
っ
て
高た

か

瀬せ

御お

蔵く
ら

へ

納
め
ら
れ
ま
し
た
。
年
貢
米
は
こ

こ
で
厳
重
に
保
管
・
検
査
さ
れ
、

米
市
場
の
あ
る
大
坂
の
堂ど

う

島じ
ま

へ
と

運
ば
れ
た
の
で
す
。
高
瀬
御
蔵
に

は
、
菊
池
川
流
域
の
玉
名
・
山
鹿
・

菊
池
・
山
本
郡
内
か
ら
の
年
貢
米

が
納
め
ら
れ
、
嘉か

永え
い

年
間
に
は
最

大
25
万
俵
ほ
ど
が
集
め
ら
れ
ま
し

た
。
文
化
年
間
の
堂
島
へ
の
積
み

出
し
量
は
熊
本
藩
全
体
で
約
40
万

俵
。
そ
の
う
ち
高
瀬
20
万
俵
、
川

下
流
の
拠
点
、
高
瀬
・
伊
倉

　

菊
池
川
で
は
、
古
く
か
ら
船
に

よ
る
交
通
が
盛
ん
で
、
上
流
か
ら

下
流
ま
で
、
地
域
を
貫
く
人
や
物

資
輸
送
の
大
動
脈
と
し
て
利
用
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

　

室
町
時
代
ご
ろ
に
菊
池
氏
が
菊

池
川
全
体
を
勢
力
下
に
治
め
る
と
、

河
口
港
で
あ
る
玉
名
市
の
高た

か

瀬せ

、

伊い

倉く
ら

を
利
用
し
て
海
外
と
の
交
流

が
始
ま
り
ま
す
。
大
陸
や
朝
鮮
半

島
と
の
勘か

ん

合ご
う

貿
易
の
拠
点
と
な
り
、

戦
国
時
代
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宣

教
師
も
訪
れ
、
活
発
な
交
流
活
動

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

加か

藤と
う

清き
よ

正ま
さ

の
肥
後
北
部
入
国
後

に
は
、
菊
池
川
の
流
れ
を
高
瀬
・

伊
倉
ル
ー
ト
か
ら
、
高
瀬
・
大お

お

浜は
ま

ル
ー
ト
へ
と
変
更
し
た
こ
と
が
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り

現
在
と
同
じ
流
路
が
整
備
さ
れ
、

旧
流
路
付
近
は
耕
作
地
と
な
り
、

伊
倉
に
残
る
中
国
人
商
人

の
墓（
四し

位い

官か
ん

郭か
く

公こ
う

墓ぼ

）

江
戸
時
代
の
高
瀬
船
着
場

の
様
子（
復
元
模
型
）

玉名市

・大浜
・伊倉

・高瀬

晒・

菊
池
川

旧
流
路

大浜町外
と

嶋
しま

宮
ぐう

蔵絵馬（復元）
菊池川河口に入る廻船を描いた絵馬（奥：大浜町、手前：晒）

有明海

位置図

唐
人
川
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菊池川 日本遺産 検索

米
作
り
に
よ
る
豊
か
な
文
化
③（
山
鹿
湯ゆ

町ま
ち
）

半
に
は
閉
鎖
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
後
、
建
物
は
雨
漏
り
な
ど
が

進
み
、廃
屋
状
態
と
な
り
ま
し
た
。

解
体
さ
れ
る
危
機
を
迎
え
ま
し
た

が
、
そ
れ
を
救
っ
た
の
が
市
民
の

保
存
運
動
で
し
た
。
老
人
会
に
よ

る
「
瓦
一
枚
運
動
」と
い
う
募
金

活
動
な
ど
が
進
め
ら
れ
、
八
千
代

座
は
文
化
財
と
し
て
保
存
さ
れ
る

こ
と
が
決
定
。
昭
和
63
年
に
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
再
び

息
を
吹
き
返
し
た
の
で
す
。

　

平
成
８
年
か
ら
13
年
に
は
「
平

成
の
大
修
理
」が
行
わ
れ
、
八
千

代
座
が
最
も
繁
栄
し
た
大
正
12
年

の
華
や
か
な
姿
に
復
元
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
も
坂ば

ん

東ど
う

玉た
ま

三さ
ぶ

郎ろ
う

さ
ん
を

は
じ
め
、
著
名
な
歌
舞
伎
役
者
な

ど
の
公
演
の
ほ
か
、
市
民
の
コ
ン

サ
ー
ト
や
発
表
会
な
ど
、
多
く
の

人
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

公
演
が
無
い
と
き
は
内
部
を
公
開

し
、
多
く
の
見
学
者
か
ら
好
評
を

得
て
い
ま
す
。

　
（
担
当
：
山
鹿
市
文
化
課
）

　

現
在
も
江
戸
、
明
治
、
大
正
の

建
物
が
残
り
、
情
緒
の
あ
る
町

並
み
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
ま

た
、
豊
前
街
道
沿
い
に
は
造
り
酒

屋
、
麹こ

う
じ

屋
、
米
せ
ん
べ
い
屋
な

ど
、
米
に
関
係
す
る
お
店
が
軒の

き

を

連
ね
、
地
元
商
店
街
で
「
米こ

め

米こ
め

惣そ
う

門も
ん

ツ
ア
ー
」と
名
付
け
た
ガ
イ
ド

ツ
ア
ー
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

八や

千ち

代よ

座

　

八
千
代
座
は
山
鹿
市
役
所
近
く

の
豊
前
街
道
沿
い
に
あ
り
ま
す
。

明
治
時
代
の
米
問
屋
や
造
り
酒
屋

な
ど
の
経
営
者
（
旦だ

ん

那な

衆し
ゅ
う

）が
出

資
し
て
、
町
の
さ
ら
な
る
繁
栄
を

目
指
し
て
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

明
治
43
年
の
建
設
以
来
、
歌か

舞ぶ

伎き

を
始
め
浪な

に
わ花
節ぶ

し

な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
催
し
が
行
わ
れ
、
住
民
に
親
し

ま
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
テ

レ
ビ
の
普
及
な
ど
で
次
第
に
公
演

も
少
な
く
な
り
、
昭
和
40
年
代
後

　

菊
池
川
流
域
で
は
、
豊
か
な
米

を
も
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
花

開
き
ま
し
た
。
山
鹿
湯
町
の
歴
史

的
な
町
並
み
や
、
芝
居
小
屋
八
千

代
座
も
そ
の
一
つ
で
す

山
鹿
湯
町
（
豊ぶ

前ぜ
ん

街
道
沿
い
の

歴
史
的
町
並
み
）

　

山
鹿
湯
町
は
現
在
の
山
鹿
市
の

中
心
部
を
指
し
ま
す
。
町
の
成
り

立
ち
は
古
く
、
江
戸
時
代
よ
り
は

る
か
前
、
鎌
倉
時
代
の
終
わ
り
ご

ろ
に
は
あ
る
程
度
の
町
の
形
が
で

き
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

江
戸
時
代
に
は
豊
前
街
道
が
整
備

さ
れ
、
菊
池
川
と
街
道
が
交
差
す

る
場
所
と
な
り
ま
し
た
。
川
岸
に

は
「
俵
こ
ろ
が
し
」と
い
う
米
の
積

み
出
し
所
が
設
け
ら
れ
、
山
鹿
周

辺
で
作
ら
れ
た
米
が
菊
池
川
の
水

運
で
玉
名
の
高た

か

瀬せ

に
出
荷
さ
れ
ま

し
た
。
山
鹿
湯
町
は
人
と
物
が
行

き
交
い
、
と
て
も
繁
栄
し
ま
し
た
。

1
豊
前
街
道
の
歴
史
的
町
並
み（
山
鹿
下
町
周
辺
）

2
八
千
代
座
外
観
3
八
千
代
座
内
観

■
山
太
郎
祭
　
な
ご
み

　

山
太
郎
ガ
ニ
を
味
わ
う
お

祭
り
で
す
。

日
時　
11
月
中
旬
の
日
曜
日　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

　

※
小
雨
決
行

場 

所　
道
の
駅
き
く
す
い
特

設
会
場
一
帯（
和
水
町
）

問
い
合
わ
せ
先

和
水
町
ま
ち
づ
く
り
課

☎
０
９
６
８（
86
）５
７
２
１

イ
ベ
ン
ト
情
報

3253

301

山鹿
市役所

八千代座

さくら湯

下町

菊池川

豊
前
街
道

●
●

●

位置図

1

3 2
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五ご

穀こ
く
豊ほ
う
穣じ
ょ
うを
祈
る
ま
つ
り
①

　

踊
り
手
は
非
常
に
素そ

朴ぼ
く

な
衣
装

（
白
い
麻あ

さ

の
狩か

り

衣ぎ
ぬ

）を
身
に
ま
と

い
、
蓑み

の

笠が
さ

を
烏え

帽ぼ

子し

の
よ
う
に
被

り
ま
す
。
そ
し
て
、
大
太
鼓
の
周

り
を
取
り
囲
ん
で
、
唄
と
太
鼓
に

合
わ
せ
て
輪
に
な
り
、
約
20
分
間

踊
り
続
け
ま
す
。
神
社
で
の
踊
り

を
終
え
る
と
、
そ
こ
か
ら
東
へ
約

５
０
０
㍍
離
れ
た
「
稔と

し

之の

神か
み

」と

い
う
場
所
へ
移
動
し
て
、
再
び
同

じ
踊
り
を
奉
納
す
る
と
行
事
は
終

了
で
す
。

　

そ
の
歴
史
は
大
変
古
く
、
中
世

（
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
）ま

で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。起
源
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、

念
仏
踊
り
や
盆
踊
り
か
ら
始
ま
っ

た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
（
担
当
：
山
鹿
市
文
化
課
）

を
も
ら
い
ま
す
。
か
せ
い
ど
り
は

家
内
安
全
と
一
年
の
豊
作
を
祈

り
、
神
棚
に
供
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
行
事
は
数
百
年
続
く
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
由
来
な

ど
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

現
在
は
子
ど
も
が
少
な
く
な
り
、

伝
承
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
そ
う

で
す
が
、
地
域
の
子
ど
も
と
大
人

が
一
緒
に
な
っ
て
守
り
続
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

長な
が

坂さ
か

な
れ
な
れ
な
す
び
踊
り

　

毎
年
３
月
の
上
旬
に
、
山
鹿
市

の
中
ほ
ど
に
あ
る
長
坂
地
区
の
厳い

つ
く

島し
ま

神
社
例
大
祭
で
奉
納
さ
れ
る
、

五
穀
豊
穣
を
祈
っ
た
踊
り
で
す
。

　

祭
り
当
日
、
踊
り
手
た
ち
が
午

後
８
時
頃
か
ら
集
ま
っ
て
、
し
ば

ら
く
お
酒
を
酌く

み
交
わ
し
た
後
、

10
時
頃
か
ら
踊
り
が
始
ま
り
ま

す
。
踊
り
手
６
人
と
、
ど
ら
打
ち

４
人
、
歌
い
手
10
人
の
合
計
20
人

が
、
神
社
境
内
の
舞ま

い

殿ど
の

で
踊
り
を

奉
納
し
ま
す
。

　

菊
池
川
流
域
で
は
、
米
の
豊
作

を
祈
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
お
祭
り
や

風
習
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

阿あ

佐さ

古ご

か
せ
い
ど
り
う
ち

　

毎
年
１
月
14
日
の
夜
、
山
鹿
市

北
東
の
山
あ
い
に
あ
る
菊
鹿
町
阿

佐
古
地
区
で
行
わ
れ
る
行
事
で

す
。「
か
せ
い
ど
り
」と
は
長
さ

70
㌢
ほ
ど
の
し
め
縄
に
粟あ

わ

の
穂
を

挿
し
た
作
り
物
で
す
。

　

当
日
の
夕
方
、
地
区
の
子
ど
も

た
ち
が
地
元
の
乙お

と

皇す
め

神
社
に
集
ま

る
と
、
顔
を
墨
で
真
っ
黒
に
塗
り

つ
ぶ
し
、
か
せ
い
ど
り
を
持
っ
て

各
家
庭
を
回
り
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
は
玄
関
の
戸
を
開
け
る
と
「
か

せ
い
ど
り
、ど
っ
さ
り
お
祝
い
な
」

と
大
き
な
声
を
発
し
、
か
せ
い
ど

り
で
上
が
り
框か

ま
ち

を
叩
く
の
が
習
わ

し
で
す
。
家
の
人
は
子
ど
も
た
ち

に
お
菓
子
や
お
餅
を
渡
す
と
、
そ

の
お
返
し
に
小
さ
な
か
せ
い
ど
り

❶阿
あ
佐
さ
古
ご
かせいどりうち

❷長
なが
坂
さか
なれなれなすび踊り

3

325

山鹿市役所

菊池川

菊鹿市民センター

菊池市

山鹿市

鹿本市民センター

乙
おと
皇
すめ
神社

（阿佐古地区）

●

●

●

位置図

　
（
担
当
：
山
鹿
市
文
化
課
）

❶

厳
いつく
島
しま
神社

（長坂地区）
❷
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五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
うを

祈
る
ま
つ
り
②

さ
れ
ま
す
。
神
社
に
よ
っ
て
内
容

は
多
少
違
い
ま
す
が
、
菊
池
川
流

域
の
神
楽
は
全
て
肥
後
神
楽
に
分

類
さ
れ
ま
す
。
玉
名
市
で
は
毎
年

11
月
第
１
土
曜
日
に
神
楽
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
が
開
催
さ
れ
、
10
団
体

ほ
ど
の
神
楽
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
（
担
当
：
和
水
町
社
会
教
育
課
）

栄
に
も
つ
な
げ
ら
れ
、
現
在
は
性

と
腰
の
神
様
と
し
て
、
子
宝
を
望

む
人
や
夜や

尿に
ょ
う

症し
ょ
う

で
悩
む
人
、
足
腰

を
強
く
し
た
い
人
な
ど
、
県
内
外

か
ら
参
拝
者
を
集
め
て
い
ま
す
。

肥
後
神か

ぐ
ら楽

　

県
北
一
帯
を
中
心
と
し
て
、
県

内
に
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の

で
す
。
菊
池
川
流
域
で
は
現
在
、

52
の
神
社
の
秋
祭
り
な
ど
で
、
豊

作
へ
の
お
礼
と
五
穀
豊
穣
を
祈
願

し
て
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

舞ま
い

の
構
成
は
数
座
程
度
の
演
目

か
ら
な
り
、
笛
と
太
鼓
に
合
わ
せ

て
舞
い
ま
す
。
手
に
は
鈴
の
ほ
か

剣
や
弓
な
ど
を
持
ち
ま
す
。
衣
装

は
手
に
持
つ
も
の
に
よ
っ
て
異
な

り
、
御ご

幣へ
い

や
榊さ

か
き

の
と
き
は
狩か

り

衣ぎ
ぬ

、

剣
や
弓
の
と
き
は
直ひ

た

垂た
れ

を
着
ま

す
。
国く

に

津つ

（
二に

天て
ん

・
鬼き

神し
ん

）と
い

わ
れ
る
神
楽
は
、
鬼き

面め
ん

を
付
け
る

の
が
特
徴
で
す
。

　

神
楽
は
主
に
10
月
中
旬
か
ら
12

月
初
旬
に
か
け
て
各
神
社
で
奉
納

七し
ち

郎ろ
う

神じ
ん

大
祭

　

和
水
町
西に

し

吉よ
し

地じ

で
、
毎
年
４
月

の
第
１
日
曜
日
（
ま
た
は
第
２
日

曜
日
）に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は

地
域
の
神
社
で
あ
る
七
郎
神
に
、

男
性
器
を
模
し
た
神み

　
こ
し輿
が
地
元
住

民
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
る
祭
り

で
、
そ
の
年
の
五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
う

と
子
孫

繁
栄
を
祈
り
ま
す
。

　

七
郎
神
は
和
水
町
に
点
在
す
る

八
つ
の
神
様
の
中
の
一
つ
で
「
七

郎
さ
ん
」と
も
い
わ
れ
ま
す
。
祭

ら
れ
て
い
る
の
は
、
約
８
０
０
年

前
に
こ
の
地
域
に
農
耕
技
術
を
広

め
、
土
地
を
豊
か
に
し
た
と
伝
わ

る
坂さ

か

梨な
し

七し
ち

郎ろ
う

右え衛
門も

ん

で
す
。
正し

ょ
う

治じ

２
（
１
２
０
０
）
年
、
七
郎
神
の

北
方
に
あ
る
山や

ま

森も
り

阿
蘇
神
社
の
創

建
に
伴
い
阿
蘇
神
社
本
宮
（
阿
蘇

市
）か
ら
下
り
、
そ
の
後
こ
の
地

に
留
ま
っ
た
人
物
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
五
穀
豊
穣
の
神
様
と
し

て
祭
ら
れ
る
七
郎
さ
ん
は
子
孫
繁

七郎神七郎神大祭（神輿の様子）

平成30年度玉名市神楽フェスティバル。左から、小
お
野
の
尻
じり
神楽連（小野尻

白鳥神社）の二
に
剣
けん
と、玉名神楽保存会（玉名大神宮）の吾

ご
段
だん

※。
※国津は、玉名市では吾段と呼ぶところが多い。

メ
モ
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イ
ベ
ン
ト
情
報

■
玉ぎ

ょ
く

祥し
ょ
う

寺じ

こ
の
み
や
お
ど
り

（
菊
池
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）

　

女
装
し
た
男
性
２
人
が
、歌
に

合
わ
せ
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
踊

る
独
特
の
民
俗
芸
能
で
す
。

日
時　
２
月
27
日
㈬　

午
後
７
時

場 

所　

菊
池
市
春
日
神
社
境
内

（
玉
祥
寺
４
２
３
）

駐
車
場　
菊
池
市
玉
祥
寺
公
民
館

問 

玉
祥
寺
こ
の
み
や
お
ど
り
保
存

会

櫂伝馬船の両端に陣取る踊り手の剣櫂踊り（左）と采振り（右）大浜外嶋住吉神社年紀祭（水上神事）

ま
れ
て
き
ま
し
た
。
11
月
23
日
、

祭
り
の
世
話
役
を
務
め
る
節せ

っ

頭と
う

の

精し
ょ
う

進じ
ん

小ご

屋や

入
り
に
始
ま
り
、
24
日

に
は
菊
池
川
の
水
で
身
を
清
め
る

汐し
お

取と

り
を
実
施
。25
日
の
夕
刻
に
、

い
よ
い
よ
流
鏑
馬
が
奉
納
さ
れ
ま

す
。
26
日
に
は
御ご

神し
ん

体た
い

を
次
の
節

頭
区
へ
と
引
き
継
ぐ
節
頭
渡
し
が

行
わ
れ
、全
神
事
が
終
了
し
ま
す
。

　

流
鏑
馬
の
矢
や
的
の
材
料
は
住

民
が
山
野
か
ら
集
め
て
作
り
ま

す
。
農
村
に
伝
わ
る
流
鏑
馬
と
し

て
今
な
お
一
連
の
神
事
が
継
承
さ

れ
続
け
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
、

平
成
16
年
に
県
指
定
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
（
担
当
：
玉
名
市
文
化
課
）

文
化
的
、
経
済
的
に
大
き
な
繁
栄

を
遂
げ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
海
で
毎

日
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
生
き
る

人
々
の
、暮
ら
し
の
平
安
を
祈
り
、

明
日
へ
の
活
力
を
養
お
う
と
い
う

思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

梅ば
い

林り
ん

天
満
宮
流や

鏑ぶ
さ

馬め

　

馬
上
か
ら
弓
矢
で
的
を
射い

る
流

鏑
馬
は
平
安
時
代
か
ら
存
在
し
、

江
戸
時
代
に
神
事
と
し
て
奉
納
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
玉
名
市
東
部
に
あ
る
梅

林
天
満
宮
の
秋
季
大
祭
で
奉
納
さ

れ
る
流
鏑
馬
は
、
地
元
で
は
「
ヤ

ク
サ
ン
ド
ン
」と
呼
ば
れ
て
親
し

大お
お

浜は
ま

外と

嶋し
ま

住す
み

吉よ
し

神
社
年
紀
祭

　

玉
名
市
大
浜
町
の
大
浜
外
嶋
住

吉
神
社
で
約
10
年
に
一
度
開
催
さ

れ
て
い
て
、
次
回
は
２
０
２
０
年

5
月
上
旬
の
予
定
で
す
。
年
紀
祭

が
生
ま
れ
た
時
代
は
不
明
で
す

が
、
五
穀
豊
穣
の
ほ
か
、
年
貢
米

や
農
産
物
を
大
坂
（
現
在
の
大
阪

府
）へ
運
ぶ
船
の
航
海
安
全
と
、

豊
漁
を
祈
願
す
る
た
め
の
も
の
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
数
日
間
に
及

ぶ
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、

菊
池
川
の
河
口
を
さ
か
の
ぼ
る
水す

い

上じ
ょ
う

神
事
で
す
。
御ご

座ざ

船ぶ
ね

3
艘そ

う

に
大

漁
旗
や
紅
白
幕
で
飾
る
櫂か

い

伝で
ん

馬ば

船せ
ん

が
３
艘
ず
つ
連
な
り
ま
す
。「
ホ
ー

ラ
ン
エ
ン
ヤ
」の
掛
け
声
と
、
太

鼓
に
合
わ
せ
た
こ
ぎ
手
の
櫂か

い

さ
ば

き
、「
剣け

ん

櫂が
い

踊
り
」や
「
采ざ

い

振ふ

り
」

は
圧
巻
で
、
大
き
な
見
ど
こ
ろ
の

一
つ
で
す
。
祭
り
が
華
麗
で
盛
大

に
な
っ
た
背
景
に
は
、
大
浜
町
が

廻か
い

船せ
ん

問
屋
の
町
と
し
て
発
展
し
、

汐取りは梅林地区よりも河口に近
い下流の小島地区で行われる。

長さ400mの馬場で３つの的に矢
を放つ流鏑馬が３回繰り返される。

五ご

穀こ
く
豊ほ
う
穣じ
ょ
うを
祈
る
ま
つ
り
③
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素そ

朴ぼ
く

な
表
情
に
愛
ら
し
さ
が
あ
り

ま
す
。

　
（
担
当
：
菊
池
市
生
涯
学
習
課
）

ま
す
。
水
田
が
強
い
風
を
し
の
げ

る
よ
う
に
と
、
風
よ
け
の
ミ
ニ

チ
ュ
ア
の
笠
と
蓑み

の

を
作
り
、
集
落

の
東
西
南
北
に
立
て
た
後
、
神か

ぐ

楽ら

を
奉
納
し
ま
す
。
自
然
の
脅き

ょ
う

威い

に

対
す
る
稲
へ
の
愛
情
に
溢
れ
た
民

俗
行
事
で
す
。

土つ
ち

阿あ

弥み

陀だ

　

菊
池
市
今い

ま

地
区
に
は
、
苗
が
よ

く
根
付
く
こ
と
を
願
っ
て
田
畑
の

泥
を
塗
ら
れ
た｢

土
阿
弥
陀｣

と

呼
ば
れ
る
仏
像
が
あ
り
ま
す
。
胴

部
全
体
が
泥
に
覆
わ
れ
て
い
て
、

頭
部
は
木
質
が
確
認
で
き
ま
す
。

表
面
に
は
白
色
の
上
塗
り
も
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

馬
つ
く
り

　

菊
池
市
前
川
地
区
、
虎こ

口く

地
区
、

中な
か

片へ
ぎ

地
区
に
は
、
農
耕
馬
の
１
年

間
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
健
康
を
祈

る
た
め
、
年
初
め
に
わ
ら
や
竹
で

作
っ
た
馬
を
地
域
の
各
家
庭
へ
配

る
行
事
が
残
っ
て
い
ま
す
。
馬
の

玉ぎ
ょ
く

祥し
ょ
う

寺じ

こ
の
み
や
踊
り

　

こ
の
み
や
踊
り
は
、
第
20

代
菊
池
為た

め

邦く
に

（
１
４
３
０
〜

１
４
８
８
）の
頃
に
建
て
ら
れ
た

と
さ
れ
る
春
日
神
社
（
菊
池
市
玉

祥
寺
）で
、
２
月
27
日
の
午
後
７

時
ご
ろ
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。
踊
り

の
起
源
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
約
５
６
０
年
の
歴
史
が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
登
場
人

物
は
踊
り
手
が
２
人
、
見
守
る
人

が
２
人
の
計
４
人
。
見
守
る
人
は

「
御お

ん

大た
い

将し
ょ
う

」と
呼
ば
れ
、
ど
て
ら

に
網あ

み
笠が

さ

、
腰
に
は
頭ず

陀だ

袋ぶ
く
ろ

、
背

中
に
杵き

ね

を
背
負
っ
た
奇
妙
な
格
好

を
し
て
い
ま
す
。
踊
り
手
は
姉
さ

ん
か
ぶ
り
に
タ
ス
キ
が
け
、
化
粧

を
施
し
た
女
装
の
男
性
で
、
太
鼓

を
た
た
き
な
が
ら
舞
い
ま
す
。

風ふ
う

鎮ち
ん

祭

　

菊
池
市
赤
星
地
域
に
は
、
台
風

前
の
風
止
め
奉
納
が
伝
わ
っ
て
い

五ご

穀こ
く
豊ほ
う
穣じ
ょ
うを
祈
る
ま
つ
り
④

苗の活着のため土が塗られた土
つち

阿
あ

弥
み

陀
だ

女装した男性2人が五穀豊穣を願い踊る玉
ぎょく

祥
しょう

寺
じ

このみや踊り

馬つくり 風鎮祭のミニチュアの笠と蓑

メ
モ
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前
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
か
つ
て
は
地
域
内
の
お
宮
か

ら
堤
ま
で
を
移
動
し
な
が
ら
踊
っ

て
い
た
そ
う
で
す
。

住す
み

吉よ
し

日ひ

吉よ
し

神
社
雨
乞
い
太
鼓

　

花は
な

房ぶ
さ

台
地
南
側
に
あ
る
菊
池
市

泗
水
町
住
吉
に
伝
わ
る
住
吉
日
吉

神
社
雨
乞
い
太
鼓
は
、
今
か
ら
約

５
０
０
年
前
、
こ
の
地
を
治
め
て

い
た
合こ

う

志し

隆た
か

門か
ど

に
よ
っ
て
始
め
ら

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
雨
乞
い
踊
り
、
雨
乞

い
太
鼓
は
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
や
踊
り

は
異
な
り
ま
す
が
「
大
太
鼓
や
鉦か

ね

（
銅ど

鑼ら

）を
打
ち
鳴
ら
す
」「
浴
衣

姿
の
踊
り
手
が
蓑み

の

笠が
さ

を
か
ぶ
る
」

「
輪
に
な
っ
て
踊
る
も
の
が
多
い
」

な
ど
、
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
よ

う
で
す
。
中
に
は
踊
り
手
の
腰
に

大
き
な
ひ
ょ
う
た
ん
を
ぶ
ら
下
げ

て
、
こ
っ
け
い
な
動
き
で
場
を
に

ぎ
わ
せ
る
も
の
も
見
ら
れ
ま
す
。

　
（
担
当
：
山
鹿
市
文
化
課
）

坂
）が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
は
っ
き
り
と
し
た
由
来
は

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
迫
は
少
な
く

と
も
１
８
０
年
、
相
良
は
３
０
０

年
以
上
、
小
坂
は
５
０
０
年
以
上

昔
か
ら
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
迫
で
は
「
明
治
37
年
」と
墨す

み

書が

き
の
残
る
大
太
鼓
が
今
も
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
相
良
は
踊
り
手
が

ほ
ぼ
女
性
で
、
男
装
し
た
二
人
が

踊
り
の
輪
に
加
わ
り
ま
す
。
小
坂

は
踊
り
の
形
態
が
古
く
、
念ね

ん

仏ぶ
つ

踊

り
の
形
が
変
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
菊
池
川
に
面
し
た
平
地

の
集
落
で
も
雨
乞
い
踊
り
が
継
承

さ
れ
て
い
ま
す
。
宗む

な

方か
た

万ま
ん

行ぎ
ょ
う

は
山

鹿
大
橋
近
く
の
宗
方
区
に
伝
わ
る

雨
乞
い
踊
り
で
、
今
か
ら
３
０
０

年
以
上
前
に
願が

ん

誉よ

と
い
う
僧
が
伝

え
、
そ
の
名
が
訛な

ま

っ
て
「
万
行
」

と
呼
ば
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
中
川
橋
に
近
い
川か

わ

北き
た

区
（
鹿

本
町
中
川
）に
伝
わ
る
川
北
雨
乞

い
踊
り
は
、
今
か
ら
約
４
０
０
年

　

米
作
り
に
は
、
土
地
と
水
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
現
在
の
よ
う
な
か

ん
が
い
施
設
が
整
っ
て
い
な
い
時

代
、
雨
不
足
（
水
不
足
）は
米
の

収
穫
減
少
に
直
結
し
て
い
た
た

め
、
農
家
に
と
っ
て
死
活
問
題
で

し
た
。「
苦
し
い
と
き
の
神
頼
み
」

の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
水
不
足

に
な
る
と
人
々
は
踊
っ
た
り
、
太

鼓
を
た
た
い
た
り
し
て
、
雨
が
降

る
よ
う
に
神
へ
祈
り
ま
し
た
。
か

つ
て
は
各
地
で
踊
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
す
が
、
社
会
の
変
化
と
水
利

環
境
の
向
上
な
ど
に
よ
っ
て
、
次

第
に
数
を
減
ら
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
山
鹿
市
と
菊
池
市
の
雨あ

ま

乞ご

い
踊
り
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

山
鹿
市
の
雨
乞
い
踊
り

　

山
鹿
市
北
部
の
山
あ
い
に
は
、

迫さ
こ

雨
乞
い
太
鼓
踊
り
（
鹿
北
町
芋い

も

生う

）、
相あ

い

良ら

雨
乞
い
踊
り
（
菊
鹿

町
相
良
）、小お

坂さ
か

雨
乞
い
踊
り
（
小

降
雨
を
祈
る
ま
つ
り
①

住
すみ

吉
よし

日
ひ

吉
よし

神
じん

社
じゃ

雨
あま

乞
ご

い太鼓（菊池市泗水町住吉）川
かわ

北
きた

雨乞い踊り（山鹿市鹿本町中川）

メ
モ
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れ
て
い
ま
す
。
踊
り
の
動
作
に
は

「
こ
ぶ
し
で
天
を
突
く
こ
と
で
龍

神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
」

「
腰
を
落
と
し
て
足
で
地
を
踏
み

固
め
、
豊
作
を
祈
る
」と
い
う
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
。

　

戦
前
は
雨
乞
い
の
と
き
の
み
不

定
期
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、用
水
設
備
の
普
及
に
よ
り
、

水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
が
な

く
な
っ
た
現
在
は
、
大
野
下
八
幡

宮
の
祭
礼
「
総
ご
も
り
」に
組
み

入
れ
ら
れ
、
毎
年
奉
納
さ
れ
て
い

ま
す
。

米め

渡ど

尾お

ひ
ゅ
う
た
ん
ま
わ
し

　

和
水
町
中
央
部
に
位
置
す
る
米

渡
尾
地
区
に
、
杉
の
木
を
ご
神
体

と
し
た
「
明
神
さ
ん
」と
い
う
社や

し
ろ

が
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た

雨
乞
い
神
事
で
す
。
祭
り
で
は
笛

や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
腰
の
前

に
付
け
た
ひ
ょ
う
た
ん
を
回
し
な

が
ら
踊
っ
て
、降
雨
を
祈
り
ま
す
。

大お
お

野の

下し
も

雨あ
ま

乞ご

い
奴や

っ
こ

踊
り

　

こ
の
雨
乞
い
奴
踊
り
は
、
玉
名

市
岱
明
町
大
野
下
の
八は

ち

龍り
ゅ
う

王お
う

神
社

と
大
野
下
八
幡
宮
で
、
毎
年
７
月

の
最
終
日
曜
日
に
奉
納
さ
れ
る
踊

り
で
す
。
踊
り
手
は
白し

ろ

法は
っ

被ぴ

姿
に

陣じ
ん

笠が
さ

を
か
ぶ
っ
た
江
戸
時
代
の
参さ

ん

勤き
ん

交こ
う

代た
い

時
の
奴や

っ
こ

の
い
で
た
ち
を
し

て
お
り
、
手
に
は
御ご

幣へ
い

と
「
雨
降

ろ
う
」と
い
う
言
葉
を
掛
け
た「
フ

ロ
ウ
豆
」を
付
け
た
竹
を
持
っ
て

い
ま
す
。

　

加か

藤と
う

清き
よ

正ま
さ

の
頃
（
江
戸
時
代
初

期
）、
干
拓
工
事
に
よ
っ
て
こ
の

付
近
に
は
新
た
に
水
田
が
で
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
井
手
な
ど
の
用

水
設
備
が
な
か
っ
た
た
め
、
干か

ん

ば

つ
に
見
舞
わ
れ
る
と
数
日
間
神
社

に
泊
り
込
ん
で
、
雨
乞
い
の
祈き

祷と
う

を
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
太
鼓
や
鉦か

ね

、
踊
り
が

加
わ
り
、
江
戸
時
代
に
現
在
の
よ

う
な
か
た
ち
に
な
っ
た
と
考
え
ら

降
雨
を
祈
る
ま
つ
り
②

八
はち

龍
りゅう

王
おう

神社での大
おお

野
の

下
しも

雨
あま

乞
ご

い奴
やっこ

踊り奉納踊り手は参
さん

勤
きん

交
こう

代
たい

時の奴
やっこ

のいでたち

地元の祭りで披露される米
め

渡
ど

尾
お

ひゅうたんまわし

■
髙
瀬
裏
川
花
し
ょ
う
ぶ
ま
つ
り

　

米
作
り
の
恩
恵
を
受
け
発
展

し
た
玉
名
市
高
瀬
地
区
で
行
わ

れ
る
、初
夏
を
告
げ
る
お
祭
り
で

す
。
高
瀬
裏
川
沿
い
を
メ
イ
ン
会

場
に
、花
し
ょ
う
ぶ
コ
ン
サ
ー
ト

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。
詳
し

く
は
玉
名
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

期
間　

５
月
下
旬
〜
６
月
初
旬

会
場　

玉
名
市
高
瀬
裏
川
水
際

緑
地
ほ
か

駐
車
場
　
高
瀬
大
橋
下
菊
池
川

河
川
敷
駐
車
場

問（
一
社
）玉
名
観
光
協
会

☎
０
９
６
８（
72
）５
３
１
３

イ
ベ
ン
ト
情
報

髙瀬裏川花しょうぶまつり

　

以
前
は
７
月
26
日
の
祭
礼
時
に

雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

後
継
者
が
お
ら
ず
一
時
中
断
さ
れ

た
も
の
の
、
近
年
復
活
し
、
現
在

は
地
区
の
お
祝
い
事
や
い
ろ
い
ろ

な
行
事
の
際
に
、
民
俗
芸
能
と
し

て
披
露
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
担
当
：
玉
名
市
文
化
課
、
和
水

町
社
会
教
育
課
）
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た
蔵
元
の
建
物
が
登
録
有
形
文
化

財
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

赤
酒

　
江
戸
時
代
、
熊
本
の
酒
は
、
も

ろ
み
を
搾し

ぼ

る
前
に
木あ

灰く

を
入
れ
る

灰は
い
も
ち
さ
け

持
酒
の一
種
、赤
酒
だ
け
で
し
た
。

明
治
時
代
に
な
り
、
清
酒
と
比
べ

て
、
同
量
の
白
米
か
ら
醸
造
さ
れ

る
量
が
少
な
い
赤
酒
は
醸
造
量
が

減
少
。
戦
時
中
に
は
製
造
が
中
止

さ
れ
ま
し
た
が
、
戦
後
に
復
活
。

千
代
の
園
酒
造
で
は
現
在
も
赤
酒

を
造
り
続
け
て
い
ま
す
。

（
担
当
：
和
水
町
社
会
教
育
課
）

名
市
や
山
鹿
市
で
、
正
月
や
祝
い

事
の
時
に
食
べ
る
も
の
で
、
玉
名

市
で
は
丸
ず
し
作
り
体
験
も
で
き

ま
す
。

ガ
ネ
め
し

　

菊
池
川
や
支
流
で
捕
れ
る
ガ

ネ
（
モ
ク
ズ
ガ
ニ
・
山
太
郎
カ
ニ
）

を
お
米
と
炊
き
込
ん
だ
ガ
ネ
め
し

は
、
ガ
ネ
が
捕
れ
る
10
月
か
ら
11

月
が
食
べ
頃
で
す
。
和
水
町
で
毎

年
11
月
第
３
日
曜
日
に
開
催
さ
れ

る
「
山
太
郎
祭
」で
食
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

酒
造
り

　

菊
池
川
流
域
で
は
酒
造
り
も
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
良
質
な
お
米

と
清
ら
か
な
水
を
材
料
と
す
る
日

本
酒
は
、
こ
の
地
域
で
は
現
在
、

山
鹿
市
に
あ
る
千
代
の
園
酒
造
、

和
水
町
に
あ
る
花
の
香
酒
造
、
菊

池
市
に
あ
る
美
少
年
の
３
つ
の
酒

造
所
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

菊
池
市
に
は
平
成
16
年
に
廃
業
し

　
菊
池
川
流
域
は
太
古
か
ら
米
ど

こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
一
般
的
に
白
米
だ
け
の
ご
飯
を

食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
の

こ
と
で
す
。
今
で
は
当
た
り
前
の

よ
う
に
食
べ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て

白
米
は
祭
り
や
行
事
、
来
客
へ
の

も
て
な
し
の
時
だ
け
に
出
さ
れ
る

ご
ち
そ
う
で
し
た
。
菊
池
川
流
域

に
は
、
地
元
の
食
材
と
お
米
を
組

み
合
わ
せ
た
、
地
域
な
ら
で
は
の

郷
土
料
理
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
菊
池
川
流
域
で
は
各
地

で
酒
造
り
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
現

在
も
山
鹿
市
、
和
水
町
、
菊
池
市

に
一
つ
ず
つ
酒
造
所
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
し
ろ
の
丸
ず
し

　

菊
池
川
が
流
れ
込
む
有
明
海
で

捕
れ
る
魚
「
こ
の
し
ろ
」を
背
割

り
に
し
、
塩
を
か
け
た
後
に
甘
酢

で
締
め
、
中
に
酢
飯
や
お
か
ら
を

詰
め
た
こ
の
し
ろ
の
丸
ず
し
。
玉

このしろの丸ずしガネめし

メ
モ

花の香酒造（和水町）

赤酒
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　　　　　　菊池川流域の稲作（干拓地）

Ａ
」の
ラ
ン
ク
を
設
置
し
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
、
菊
池
川
流
域
を
含

む
熊
本
県
城
北
（
県
北
）
地
区
産

ヒ
ノ
ヒ
カ
リ
は
平
成
20
年
度
か
ら

11
年
連
続
で
「
特
Ａ
」の
評
価
を

獲
得
し
て
い
ま
す
。
日
本
有
数
の

米
ど
こ
ろ
と
し
て
歴
史
を
積
み
重

ね
て
き
た
菊
池
川
流
域
は
、
今
で

も
全
国
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
お

い
し
い
米
の
生
産
地
で
す
。

　

二
千
年
に
わ
た
る
米
作
り
文
化

は
、
日
本
の
社
会
・
文
化
そ
の
も

の
を
形
成
し
、
現
在
ま
で
継
承
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
菊
池
川
流
域
は
、

そ
の
歴
史
が
凝
縮
さ
れ
、
体
感
で

き
る
地
域
で
す
。
こ
の
地
に
残
る

米
文
化
と
歴
史
が
末
永
く
受
け
継

が
れ
、
発
展
す
る
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

　

23
回
に
わ
た
り
、
菊
池
川
流
域

の
市
町
が
リ
レ
ー
形
式
で
連
載
し

た
シ
リ
ー
ズ
日
本
遺
産
は
今
回
が

最
終
回
で
す
。
ご
愛
読
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
（
担
当
：
玉
名
市
文
化
課
）

品
質
を
誇
っ
た
肥
後
米
は
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
の
評
価
で
、
菊
池
川
流
域

産
の
米
は
「
高
瀬
口
と
申
す
は

一
番
」と
言
わ
れ
る
ま
で
に
な
り
、

全
国
の
米
相
場
を
左
右
し
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
な
り
、
地
租
改
正

で
米
か
ら
現
金
を
納
め
る
税
制
に

変
わ
っ
て
も
、
米
作
り
は
続
け
ら

れ
ま
し
た
。
近
代
化
の
中
で
人
口

増
も
進
み
、
日
本
全
体
で
米
作
り

が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

受
け
継
が
れ
る
米
文
化
の
歴
史

　
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
ご
ろ

か
ら
は
、
食
の
欧
米
化
に
よ
り
国

内
の
米
の
消
費
量
が
低
下
し
、
生

産
量
の
調
整
が
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
、
よ
り
一
層
米
の
お

い
し
さ
が
追
及
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
昭
和
40
年
代
に
は
良
質

な
米
作
り
の
推
進
と
米
の
消
費
拡

大
を
目
指
し
て
、
日
本
穀
物
検
定

協
会
が
食
味
試
験
を
開
催
す
る
よ

う
に
な
り
、平
成
元
年
度
に
は「
特

大
坂
堂ど

う

島じ
ま

の
米
相
場
を
左
右

　
江
戸
時
代
に
貨
幣
経
済
が

発
展
し
て
い
く
中
で
、
享
保
15

（
１
７
３
９
）
年
に
は
大
坂
に
堂

島
米こ

め

会か
い
し
ょ所
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
全
国
各
地
か
ら
年
貢
米

が
集
ま
り
、
米
切
手
を
売
買
す
る

こ
と
で
、
米
を
お
金
に
換
え
る
シ

ス
テ
ム
も
誕
生
し
て
い
ま
す
。
堂

島
で
は
、
選
ば
れ
た
産
地
の
銘
柄

米
を
基
準
と
し
て
米
取
引
が
行
わ

れ
ま
し
た
。「
立た

て
も
の物
米ま

い

」と
呼
ば

れ
る
こ
の
基
準
米
は
、
品
質
は
も

ち
ろ
ん
、
安
定
し
た
供
給
量
な
ど

を
選
考
基
準
と
し
、
売
買
人
の
投

票
で
選
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
主

に
選
ば
れ
た
の
は
、
肥
後
、
加
賀
、

筑
前
、
中
国
（
山
口
）、
広
島
産

の
米
で
、
こ
れ
ら
産
地
は
競
う
よ

う
に
し
て
品
質
向
上
と
安
定
し
た

生
産
に
励
み
ま
し
た
。
そ
の
中
で

も
、
徹
底
し
た
検
査
や
管
理
で
高

■ 

住す
み

吉よ
し

日ひ

吉よ
し

神じ
ん

社じ
ゃ

川か
わ

祭ま
つ

り・

雨あ
ま

乞ご
い

太だ
い

鼓こ

　

午
前
中
に
川
の
平
穏
を
願

う「
川
祭
り
」を
、午
後
か
ら

は
降
雨
を
願
う「
雨
乞
太
鼓
」

を
奉
納
し
、1
年
間
の
豊
作
を

祈
願
し
ま
す
。雨
や
川
な
ど
の

自
然
と
向
き
合
い
な
が
ら
営

ま
れ
て
き
た
民
俗
行
事
で
す
。

と
き　

 

７
月
下
旬
の
日
曜
日

と
こ
ろ
　
住
吉
日
吉
神
社

問
菊
池
市
生
涯
学
習
課

☎
０
９
６
８（
25
）７
２
３
２

菊池川流域産の米
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