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exploration of history

地
域
の
歴
史
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
が
「
文
化
財
」。

天
草
市
に
は 
２
０
６
も
の
指
定
・
登
録
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、
栖
本
町
の
無
形
民
俗
文
化
財
を
ご
紹
介
！

300年以上にわたって栖本諏訪神社に奉納されている太鼓踊りは、栖
本町郷土芸能保存会の指導の下、地元の人たちによって引き継がれ、
毎年10月第３土・日曜日に河内神社、11月第２土・日曜日に栖本諏訪
神社の例大祭で披露されています。
島原・天草一揆の直後に赴任してきた代官「鈴木重成」は、治世と
民心の安定を図るために、正保２（1645）年に栖本諏訪神社を建立。
現在の栖本太鼓踊りは文化３（1806）年に太鼓打ちの名人「辰四郎」
が創作したものが基になっているといわれています。笛や太鼓を使っ
たダイナミックな踊りは迫力満点。指定を受けているのは太鼓踊りだ
けですが、町を練り歩く神幸行列も
圧巻です。
今年は新型コロナウイルス感染症
の影響で中止となりましたが、神幸
行列を含めた栖本諏訪神社の太鼓踊
りは、ぜひ見てほしい文化財です。

Vol.

008 栖本太鼓踊り（栖本町湯船原）昭和��年�月�日指定
県指定無形民俗文化財

寛政11（1799）年、御用船を備え、出
入りする船の監視と難破船の救助を目的と
して、長崎奉行所直轄の牛深湊御番所が設
置されました。当時、牛深は山と海の狭間
で水不足に悩まされており、番所専用の飲
料水用として井戸が数基掘られ、一般の人
たちの使用は禁じられていました。

みなとお ばんしょ

御用井戸
（牛深町真浦区） 　狭い路地「せどわ」を通った先にあり、１回で

井戸までたどり着けるかな。

★ここに注目

「御番所用水」と刻まれている▶

河
浦
町
宮
野
河
内
地
区
の
上
平
港
か
ら
沖

合
１・３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
無
人
島
は
、

神
宮
皇
后
が
皇
子
を
出
産
し
た
と
い
う
言
い

伝
え
か
ら
「
産
島
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ

の
島
に
は
キ
ャ
ン
プ
場
が
整
備
さ
れ
て
お

り
、
受
け
付
け
業
務
を
担
当
し
て
い
る
の
が

松
本
泰
一
郎
さ
ん
だ
。

高
校
卒
業
後
に
天
草
を
離
れ
て
い
た
松
本

さ
ん
は
11
年
前
に
帰
郷
。
産
島
八
幡
宮
の
例

大
祭
で
獅
子
舞
を
踊
る
な
ど
地
域
行
事
に
参

加
し
て
き
た
。
産
島
キ
ャ
ン
プ
場
を
管
理
す

る
宮
野
河
内
上
平
区
か
ら
受
け
付
け
を
依
頼

さ
れ
た
の
は
５
年
前
。
自
営
業
で
あ
り
、
港

の
近
く
に
職
場
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
柔
軟
に

対
応
で
き
る
と
思
い
引
き
受
け
た
。
受
け
付

け
の
ほ
か
、
船
の
手
配
や
要
望
が
あ
れ
ば
ラ

ン
タ
ン
、
発
電
機
な
ど
の
準
備
も
行
っ
て
い

る
。同

キ
ャ
ン
プ
場
は
県
外
か
ら
の
利
用
者
も

多
く
、
１
０
０
人
以
上
が
参
加
す
る
音
楽
イ

ベ
ン
ト
や
年
越
し
キ
ャ
ン
プ
な
ど
シ
ー
ズ
ン

を
問
わ
ず
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
予
想
以
上

の
多
さ
に
驚
き
つ
つ
も
、
慣
れ
親
し
ん
だ
島

の
人
気
を
う
れ
し
く
思
っ
た
。

島
に
は
戸
建
て
や
長
屋
タ
イ
プ
の
バ
ン
ガ

ロ
ー
の
ほ
か
、
神
社
の
境
内
を
利
用
し
た
テ

ン
ト
サ
イ
ト
が
あ
る
が
、
狭
い
た
め
新
た
な

ス
ペ
ー
ス
を
造
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
松
本

さ
ん
。
昨
年
の
夏
ご
ろ
、
当
時
の
振
興
会
長

か
ら
「
地
区
の
予
算
を
未
来
あ
る
産
島
に
使

い
た
い
」
と
話
が
あ
り
、
船
の
離
着
岸
用
の

桟
橋
を
造
る
案
が
出
た
が
、
多
く
の
人
に
キ

ャ
ン
プ
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
と
テ

ン
ト
サ
イ
ト
を
造
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
工

事
用
の
重
機
を
船
で
運
ぶ
な
ど
課
題
も
あ
っ

た
が
一
つ
ず
つ
解
決
し
、
今
年
の
６
月
に
着

工
。
早
期
完
成
を
目
指
し
て
進
め
て
い
る
。

「
イ
ル
カ
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
や
﨑
津
集
落
の

よ
う
に
産
島
を
天
草
の
定
番
ス
ポ
ッ
ト
に
し

た
い
」
と
話
す
松
本
さ
ん
。
同
キ
ャ
ン
プ
場

の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
開
設
し
て
魅
力
を
発

信
し
た
り
、
産
島
を
テ
ー
マ
に
し
た
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
い
る
。
産
島
を
有
名
に

す
る
こ
と
で
、
車
エ
ビ
や
デ
コ
ポ
ン
、
遊
漁

船
な
ど
同
地
区
の
産
業
を
知
っ
て
も
ら
う
き

っ
か
け
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

神
秘
的
な
島
〝
産
島
〞
が
新
た
な
天
草
ブ

ラ
ン
ド
の
一
つ
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

1島内にある産島八
幡宮。例大祭は市
の無形民俗文化財
に指定されている。
2造成中のキャンプ
サイト

産島ブランドで
　　地域を活性化したい

▲
同キャンプ
場のインス
タグラム

松
本 

泰
一
郎 

さ
ん

（
河
浦
町
宮
野
河
内
）

た
い
い
ち
ろ
う

2

1

う
ぶ
し
ま
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