
 

 

第 2 章 

由布市のくらしと文化 
 

 

 

 

 

 



由布市の交通 

由
ゆ

布市
ふ し

を走
はし

る鉄道
てつ どう

 

由
ゆ

布市
ふ し

の鉄道
てつどう

は、 九 州
きゅうしゅう

の久
きゅう

大本線
だいほん せん

が運行
うんこう

しています。市内
し な い

には、 つの駅
えき

があります。

久大
きゅうだい

本線
ほんせん

を走
はし

る特急
とっきゅう

列車
れっしゃ

は、特急
とっきゅう

「ゆふ

いんの森
もり

」（市内
し な い

は由
ゆ

布院
ふ い ん

駅
えき

のみ停車
ていしゃ

）

と、特急
とっきゅう

「ゆふ」（市内
し な い

は由
ゆ

布院
ふ い ん

駅
えき

、湯
ゆの

平駅
ひらえき

、向之原駅
むかいの はるえき

に停
てい

車
しゃ

）があります。

由
ゆ

布院
ふ い ん

駅
えき

には、 九 州
きゅうしゅう

が運行
うんこう

する

豪華
ご う か

列車
れっしゃ

「ななつ星
ぼし

」がとまります。

普通
ふ つ う

列車
れっしゃ

は 時
じ

間
かん

に 本
ぽん

～ 本
ぼん

が運行
うんこう

し、市民
し み ん

の足
あし

です。

由布院駅

みたことがあるかな？

「ななつ星」



 

由
ゆ

布市
ふ し

を走
はし

るバス 

由
ゆ

布市
ふ し

を走
はし

るバスは 種類
しゅるい

あ

ります。 つめは地域
ち い き

の人
ひと

がお

もに利用
り よ う

するバスです。これに

は、大分
おおいた

バスや亀
かめ

の井
い

バスという民間
みんかん

の会社
かいしゃ

が運行
うんこう

するものと、由
ゆ

布市
ふ し

が運行
うんこう

するコミュニティバス「ユーバス」やスクールバスがあり

ます。 つ目
め

は、観光客
かんこうきゃく

が主
おも

に利用
り よ う

するバスです。亀
かめ

の井
い

バスが由
ゆ

布院
ふ い ん

と別府
べ っ ぷ

をつないで運行
うんこう

しています。 つ目
め

は、

高速
こうそく

道路
ど う ろ

を利用
り よ う

して運行
うんこう

するバスです。福岡
ふくおか

方面
ほうめん

や大分
おおいた

空港
くうこう

に行
い

くことができます。由
ゆ

布院
ふ い ん

駅前
えきまえ

の

バスセンターで乗
の

ることができます。
 

 

 

 

 

由
ゆ

布市
ふ し

の道路
ど う ろ

 

国道
こくどう

号
ごう

が由
ゆ

布市
ふ し

の中心
ちゅうしん

を走
はし

っています。大分市
お お い た し

や九重町
ここのえ まち

などのと

なりのまちと由
ゆ

布市
ふ し

を結
むす

ぶ大切
たいせつ

な道路
ど う ろ

です。

大分
おおいた

自動
じ ど う

車道
しゃどう

は自動車
じ ど う し ゃ

専用
せんよう

の道路
ど う ろ

です。湯布院
ゆ ふ い ん

インターチェンジが

湯布院
ゆ ふ い ん

に 設置
せ っ ち

さ れ て い ま す 。

福岡市
ふ く お か し

・福岡
ふくおか

空港
くうこう

と湯布院
ゆ ふ い ん

をむす

ぶ高速
こうそく

バスや、大分
おおいた

空港
くうこう

と湯布院
ゆ ふ い ん

をむすぶ空港
くうこう

バスが運行
うんこう

していま

す。一方
いっぽう

で挾
はさ

間
ま

地域
ち い き

は、大分
おおいた

イン

ターチェンジが近
ちか

いです。平成
へいせい

年度
ね ん ど

には由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

スマート

インターチェンジが開設
かいせつ

しました。

 

ユーバスは、 

このマークが 

めじるしだよ！ 



 

庄内地域 

由布市の文化・芸能活動 

庄内
しょうない

神楽
か ぐ ら
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由
ゆ

布市
ふ し

では各地域
か く ち い き

で「神楽
か ぐ ら

」が受
う

け継
つ

がれています。特
とく

に庄内
しょうない

地域
ち い き

で

は、約
やく

年
ねん

続
つづ

く「庄内
しょうない

神楽
か ぐ ら

」があります。庄内
しょうない

神楽
か ぐ ら

の特徴
とくちょう

は勇壮
ゆうそう

で

リズミカルな舞
まい

で、観客
かんきゃく

を魅
み

了
りょう

します。今
いま

では、神楽座
か ぐ ら ざ

だけでなく市内
し な い

の保育
ほ い く

園
えん

や由
ゆ

布
ふ

高校
こうこう

でも取
と

り組
く

まれています。

庄内
しょうない

神楽
か ぐ ら

は、大
おお

きく「阿蘇
あ そ

野
の

地区
ち く

系
けい

」神楽
か ぐ ら

と、「庄内
しょうない

地区
ち く

系
けい

」神楽
か ぐ ら

の

つに分
わ

けられます。

 



 

●庄内地域の神楽座● 



 

●挾間・湯布院地域の神楽座● 



 

湯布院地域 豊
と よ

の国
く に

ゆふいん源流
げんりゅう

太鼓
だ い こ
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「豊
とよ

の国
くに

ゆふいん源流
げんりゅう

太鼓
だ い こ

」は昭和
しょうわ

年
ねん

に結成
けっせい

された和太鼓
わ だ い こ

集団
しゅうだん

です。昔
むかし

から地域
ち い き

に伝
つた

わっていた太鼓
た い こ

の調
しら

べを地域
ち い き

の人
ひと

に知
し

って

もらい伝
つた

えていき、地域
ち い き

を元気
げ ん き

にしたいという想
おも

いで始
はじ

まりました。

日本
に ほ ん

だけでなく、海外
かいがい

公演
こうえん

も実現
じつげん

しています。子
こ

どもたちに伝統
でんとう

文化
ぶ ん か

を伝
つた

える活動
かつどう

を続
つづ

け、子
こ

どもたちで結成
けっせい

する「ゆふいん源流
げんりゅう

少年隊
しょうねんたい

」

やその流
なが

れをくむ「三代目
さ ん だ い め

源流
げんりゅう

」は日本
に ほ ん

太鼓
た い こ

ジュニアコンクールにお

いて、全国
ぜんこく

優勝
ゆうしょう

するという快挙
かいきょ

を成
な

し遂
と

げました。

海をこえて活やくする「豊の国ゆふいん源流太鼓」

 



 

湯布院地域 

由布市のいろいろなおまつり 

由布市には、それぞれの地域ならではのおまつり

がたくさんあります。季節ごとに紹介します。

黒岳
く ろだけ

・由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

山開
やまびら

き（４月～５月） 

あたたかくなってくると、由
ゆ

布市
ふ し

の山
やま

々
やま

はいっせいに芽
め

ぶきの季節
き せ つ

を

迎
むか

えます。くじゅう連山
れんざん

の一
ひと

つの黒岳
くろだけ

では登山
と ざ ん

口
ぐち

のある男
お

池
いけ

を会場
かいじょう

に、

由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

では、由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

正面
しょうめん

登
と

山口
ざんぐち

を会場
かいじょう

にして、登山者
と ざ ん し ゃ

の安全
あんぜん

を祈願
き が ん

す

る神事
し ん じ

などがおこなわれます。

ゆふいん温泉
おんせん

祭
まつ

り（４月） 

昭和
しょうわ

年
ねん

に始
はじ

まった温泉
おんせん

に感謝
かんしゃ

するお祭
まつ

りです。毎年
まいとし

月
がつ

中 旬
ちゅうじゅん

におこなわ

れます。「献
けん

湯
とう

祭
さい

」という温泉
おんせん

のめぐみに

感謝
かんしゃ

する儀式
ぎ し き

からはじまり、由
ゆ

布市
ふ し

親善
しんぜん

大使
た い し

任命式
にんめい しき

、伝統
でんとう

芸能
げいのう

の公演
こうえん

などの多彩
た さ い

な

催
もよお

しが行
おこな

われています。 

庄内地域 湯布院地域 

どのおまつりに 

行ったことが 

あるかな？ 



 

湯布院地域 

湯布院地域 

湯布院地域 

湯
ゆの

平温
ひらおん

泉
せん

まつり（５月） 

湯
ゆの

平
ひら

の温泉
おんせん

の恵
めぐ

みに感謝
かんしゃ

するお祭
まつ

りで

す。平成
へいせい

年
ねん

は 回
かい

目
め

が

開催
かいさい

され伝統
でんとう

のあるお祭
まつ

りです。幼稚園
よ う ち え ん

の子
こ

どもたちによる稚児
ち ご

行列
ぎょうれつ

や参加者
さ ん か し ゃ

が仮装
か そ う

をして石畳
いしだたみ

の坂道
さかみち

をかけあがる

「地獄
じ ご く

の駕籠
か ご

かきレース」など、この日
ひ

は湯
ゆの

平温
ひらおん

泉
せん

の石畳
いしだたみ

が多
おお

くの人
ひと

でとても

にぎわいます。

ゆふいん文化
ぶ ん か

・記録
き ろ く

映画
え い が

祭
さ い

（６～７月） 

平成
へいせい

年
ねん

に始
はじ

まった映画
え い が

祭
さい

で、「湯布院
ゆ ふ い ん

映画
え い が

祭
さい

」と

は別
べつ

の文化
ぶ ん か

、教育
きょういく

、科学
か が く

、記録
き ろ く

映画
え い が

の映画
え い が

祭
さい

です。映画
え い が

と交
こう

流会
りゅうかい

を通
とお

して、くらしをみつめてきました。この映画
え い が

祭
さい

と縁
えん

の深
ふか

かった記録
き ろ く

映像
えいぞう

作家
さ っ か

の松川
まつかわ

八
や

洲
す

雄
お

監督
かんとく

にちなんで松川
まつかわ

賞
しょう

も作
つく

られました。
 

ゆふいん音楽
おんがく

祭
さ い

（７月） 

湯布院
ゆ ふ い ん

ラックホールで開催
かいさい

されてい

るクラシックの音楽
おんがく

祭
さい

です。昭和
しょうわ

年
ねん

の大分県
おおいた けん

中部
ちゅうぶ

地震
じ し ん

が発生
はっせい

し

た年
とし

に由
ゆ

布院
ふ い ん

の元気
げ ん き

を発信
はっしん

しようと

始
はじ

まったイベントでしたが、平成
へいせい

年
ねん

に終 了
しゅうりょう

しました。平成
へいせい

年
ねん

月
がつ

に起
お

きた熊本
くまもと

地震
じ し ん

によ

り復活
ふっかつ

し、地元
じ も と

に活気
か っ き

をもたらしています。
 



 

湯布院地域 

庄内地域 

挾間地域 

小野屋
お の や

十七夜
じ ゅ う し ち や

観音
かんのん

祭
さ い

（８月） 

およそ 年
ねん

前
まえ

、小野屋
お の や

地区
ち く

の

伝治
で ん ち

が淵
ふち

とよばれる川
かわ

の中
なか

に大
おお

き

な亀
かめ

が住
す

んでいました。人
ひと

々
びと

が、川
かわ

を渡
わた

る際
さい

に亀
かめ

の背中
せ な か

を石
いし

と間
ま

違
ちが

え

て、水
みず

に落
お

ち、死
し

んでしまうこと

がたびたびありました。この川
かわ

で

亡
な

くなった人
ひと

たちのたましいを弔
とむら

うことから始
はじ

まったお祭
まつ

りです。

今
いま

では、多数
た す う

の出店
しゅってん

が並
なみ

び、精霊
しょうろう

流
なが

しや神楽
か ぐ ら

、花火
は な び

大会
たいかい

など、いろい

ろな催
もよお

しが行
おこな

われます。子
こ

どもたちも楽
たの

しみにしているお祭
まつ

りです。

由
ゆ

布市
ふ し

はさまこども夏祭
なつまつ

り・由
ゆ

布市
ふ し

はさま花火
は な び

大会
たいかい

（８月） 

昼間
ひ る ま

は「由
ゆ

布市
ふ し

はさまこども夏
なつ

祭
まつ

り」が行
おこな

われ、懐
なつ

かしい遊
あそ

びの体験
たいけん

コーナーや子
こ

どもひろばなどがあります。夕方
ゆうがた

からは盆
ぼん

踊
おど

り大会
たいかい

が行
おこな

われ、その後
あと

は「由
ゆ

布市
ふ し

はさま花火
は な び

大会
たいかい

」が行
おこな

われます。大分
おおいた

川
がわ

の河川
か せ ん

じきが花火
は な び

で明
あか

るく照
て

らされます。この日
ひ

は朝
あさ

から夜
よる

まで挾
はさ

間
ま

地域
ち い き

が

にぎやかになる日
ひ

です。

湯布院
ゆ ふ い ん

映画
え い が

祭
さ い

（８月） 

昭和
しょうわ

年
ねん

に始
はじ

まった、現存
げんぞん

する中
なか

では日本
に ほ ん

最古
さ い こ

の映画
え い が

祭
さい

です。

日本
に ほ ん

映画
え い が

のファンと作
つく

り手
て

が出
で

会
あ

う場
ば

として、全員
ぜんいん

ボランティアで

運営
うんえい

されています。前夜祭
ぜ ん や さ い

や映画
え い が

監督
かんとく

・俳優
はいゆう

による舞台
ぶ た い

挨拶
あいさつ

、ゲスト

と参加者
さ ん か し ゃ

が話
はな

し合
あ

えるパーティーも行
おこな

われます。

 



 

湯布院地域 

湯布院地域 

湯
ゆの

平
ひら

白熊
は ぐ ま

まつり（９月） 

毎年
まいとし

曜日
よ う び

に関係
かんけい

なく、 月
がつ

日
にち

、 日
にち

に谷川
たにがわ

神社
じんじゃ

で行
おこな

われる歴史
れ き し

ある祭
まつ

りで、五穀
ご こ く

豊穣
ほうじょう

と

地域
ち い き

の平和
へ い わ

を願
ねが

う昔
むかし

ながらの地元
じ も と

の秋
あき

の大祭
たいさい

です。夕方
ゆうがた

から子
こ

ども太鼓
だ い こ

を先頭
せんとう

に、白
しろ

い毛
け

槍
やり

を掲
かか

げた白熊
は ぐ ま

（＝ 男
おとこ

衆
しゅう

）たちが湯
ゆの

平温
ひらおん

泉石
せんいし

畳街
だたみがい

を練
ね

り歩
ある

き、山
やま

神社
じんじゃ

へと下
くだ

ります。山
やま

神社
じんじゃ

で子供
こ ど も

神楽
か ぐ ら

があります。
 

 

 

 

 

由
ゆ

布院
ふ い ん

牛喰
う し く

い絶叫
ぜっきょう

大会
たいかい

（10月） 

昭和
しょうわ

年
ねん

に始
はじ

まったイベントで、大自然
だ い し ぜ ん

に囲
かこ

まれた広
ひろ

い

牧草地
ぼ く そ う ち

の中
なか

で、地元
じ も と

の「豊後
ぶ ん ご

ゆふいん牛
ぎゅう

」のバーベキューを食
た

べた後
あと

、

参加者
さ ん か し ゃ

が思
おも

い思
おも

いの絶叫
ぜっきょう

をし、声
こえ

の大
おお

きさや内容
ないよう

などを競
きそ

います。

内容
ないよう

のユニークさから、毎年
まいとし

多
おお

くの観光客
かんこうきゃく

が訪
おとず

れる恒例
こうれい

行事
ぎょうじ

となって

います。

 



 

挾間地域 

庄内地域 庄内
しょうない

神楽
か ぐ ら

祭
まつ

り・庄内町
しょうないちょう

ふるさと祭
まつ

り（11月） 

毎年
まいとし

月
がつ

日
にち

文化
ぶ ん か

の日
ひ

に、神楽
か ぐ ら

の里
さと

由
ゆ

布市
ふ し

庄内町
しょうないちょう

では庄内
しょうない

総合
そうごう

運動
うんどう

公園
こうえん

にて庄内
しょうない

神楽
か ぐ ら

祭
まつ

り・庄内町
しょうないちょう

ふるさと祭
まつ

りが開催
かいさい

されます。

庄内
しょうない

神楽
か ぐ ら

祭
まつ

りは、庄内
しょうない

神楽
か ぐ ら

を継承
けいしょう

する庄内
しょうない

神楽座
か ぐ ら ざ

のほかに、庄内
しょうない

地域
ち い き

の保育
ほ い く

園
えん

の子
こ

どもたちや由
ゆ

布
ふ

高校
こうこう

の郷土
きょうど

芸能部
げ い の う ぶ

など多
おお

くの神楽
か ぐ ら

の担
にな

い手
て

が一堂
いちどう

に会
かい

します。出演
しゅつえん

する年齢層
ねんれい そう

も幅
はば

広
ひろ

く、庄内
しょうない

神楽
か ぐ ら

のダイナ

ミックでリズミカルな舞
まい

を、朝
あさ

から夕方
ゆうがた

まで一日中
いちにちじゅう

楽
たの

しむことができ

ます。同時
ど う じ

開催
かいさい

の庄内町
しょうないちょう

ふるさと祭
まつ

りでは、農作物
のうさく ぶつ

や特
とく

産品
さんひん

の販売
はんばい

、

店
てん

以上
いじょう

の出店
しゅってん

、子
こ

ども広場
ひ ろ ば

などがあり、多
おお

くの人
ひと

でにぎわいます。

はさま きちょくれ祭
まつ

り（11月） 

挾間
は さ ま

地域
ち い き

の秋
あき

の恒例
こうれい

イベント。「きちょ

くれ」とは、大分
おおいた

の方言
ほうげん

で、「来
き

て欲
ほ

し

い」「来
き

ておくれ」という意味
い み

です。挾間
は さ ま

が発祥
はっしょう

の地
ち

とされる「やせうま」の配布
は い ふ

や地元
じ も と

で採
と

れた農産物
のうさん ぶつ

の販売
はんばい

、多種
た し ゅ

多彩
た さ い

な飲食
いんしょく

コーナーが並
なら

びます。神楽
か ぐ ら

や太鼓
た い こ

、ダンスなどのステージや子
こ

ど

も相撲
す も う

大会
たいかい

など多
おお

くの催
もよお

しでにぎわいます。 



 

挾間地域 

湯布院地域 

ならねっ子
こ

まつり（11月） 

挾間
は さ ま

地域
ち い き

の 出身
しゅっしん

で 、 全国
ぜんこく

に 児童
じ ど う

文学
ぶんがく

（童謡
どうよう

・童話
ど う わ

）の種
たね

をまいた「児童
じ ど う

文化
ぶ ん か

の

父
ちち

」後藤
ご と う

楢
なら

根
ね

を記念
き ね ん

したお祭
まつ

りです。楢
なら

根
ね

が夢
ゆめ

見
み

た「児童
じ ど う

文化
ぶ ん か

の花
はな

」を咲
さ

かせる

ため、会場
かいじょう

では楢
なら

根
ね

作品
さくひん

の読
よ

み聞
き

かせや

子
こ

どもコーラス、押
お

し花
ばな

や昔
むかし

の遊
あそ

び体験
たいけん

コーナーなど、たくさんの 催
もよお

しが行
おこな

わ

れます。大人
お と な

も子
こ

どももみんなで楽
たの

しめるお祭
まつ

りです。

塚原
つかはら

甘酒
あまざけ

まつり（12月） 

毎年
まいとし

月
がつ

日
にち

に 開催
かいさい

さ れ る 霧島
きりしま

神社
じんじゃ

（男能濃
お の の

松
まつ

神社
じんじゃ

）のお祭
まつ

りです。その年
とし

に出
で

来
き

たお米
こめ

で甘酒
あまざけ

をつくり、神様
かみさま

におそなえし

て、豊作
ほうさく

と平和
へ い わ

であることを感謝
かんしゃ

し、お祈
いの

り

をします。お祭
まつ

りの準備
じゅんび

は、甘
あま

酒
ざけ

づくりのた

めの蔵
くら

（小屋
こ や

）を建
た

てることから始
はじ

まります。

蔵
くら

にはしめ縄
なわ

を張
は

り、甘
あま

酒
ざけ

づくりには、決
き

められた人
ひと

しか入
はい

れない、

など様
さま

々
ざま

な決
き

まりごとがある伝統
でんとう

のあるお祭
まつ

りです。



 

大将軍
だいじょうごん

神社
じ ん じ ゃ

春
はる

の大祭
たいさい

（１月） 

大将軍
だいじょうごん

神社
じんじゃ

は昔
むかし

から牛馬
ぎゅうば

の神様
かみさま

として信仰
しんこう

されています。毎年
まいとし

、新暦
しんれき

月
がつ

日
にち

からの 日間
か か ん

に行
おこな

われるこの祭
まつ

りは、農耕
のうこう

にかかせなかった

牛馬
ぎゅうば

の安全
あんぜん

や健康
けんこう

を祈
いの

るお祭
まつ

りであり、現在
げんざい

は無病
むびょう

息災
そくさい

を願
ねが

う人
ひと

々
びと

が

参
まい

りに訪
おとず

れます。初日
しょにち

には町内
ちょうない

の畜産
ちくさん

農家
の う か

が和牛
わぎゅう

と一緒
いっしょ

に参拝
さんぱい

し、

境内
けいだい

には植木
う え き

、金物
かなもの

、飴
あめ

など露店
ろ て ん

が出
で

て賑
にぎ

わいます。
 

 

 

 

 

 

 

 

いんこども映画
え い が

祭
さ い

 

  



 

由布市の料理（郷土料理） 

（1）主食として食べられるもの 

だんご汁
じ る

 

由
ゆ

布市
ふ し

だけでなく県内
けんない

各地
か く ち

で日
ひ

ごろ

から食
た

べられていた「だんご汁
じる

」。作
つく

り方
かた

は、いりこを入
い

れふっとうさせ

たお汁
しる

に、季節
き せ つ

の野菜
や さ い

を入
い

れます。

そこに、小麦粉
こ む ぎ こ

と塩
しお

と水
みず

で練
ね

って作
つく

った“だんご”を伸
の

ばして入
い

れます。

最後
さ い ご

に、お味
み

噌
そ

で味
あじ

付
つ

けをします。

昔は違った“だんご汁”？

かしわ汁
じ る

 

農家
の う か

では、多
おお

くの家
いえ

でにわとりが飼
か

われ

ていました。祝
いわ

い事
ごと

など人
ひと

が集
あつ

まる特別
とくべつ

なときに、家
いえ

のにわとりをつぶして振
ふ

る

舞
ま

われていたのが、「かしわ汁
じる

」です。

具
ぐ

はとり肉
にく

とごぼう、お汁
しる

は、醤油
しょうゆ

と酒
さけ

で味
あじ

付
つ

けします。山
やま

に囲
かこ

まれた湯
ゆ

布
ふ

院
いん

町
ちょう

では、とりを使
つか

ったお吸
す

い物
もの

が好
この

ま

れ、昔
むかし

はごちそうだったそうです。



 

かしわめし（とりめし） 

かしわめしは、とり肉
にく

を使
つか

った炊
た

き込
こ

みご飯
はん

です。大分
おおいた

県内
けんない

全域
ぜんいき

で親
した

しまれ

ていますが、作
つく

り方
かた

や入
い

れる具
ぐ

は地域
ち い き

によって違
ちが

います。昔
むかし

、庄内
しょうない

地域
ち い き

では、

来客
らいきゃく

や行事
ぎょうじ

の時
とき

に、「塩
しお

け飯
めし

」の中
なか

に

鶏肉
とりにく

（かしわ）と野菜
や さ い

を混
ま

ぜたものが

作
つく

られていました。湯布院
ゆ ふ い ん

地域
ち い き

では、ごぼうと人参
にんじん

をそいで、鶏肉
とりにく

と

一緒
いっしょ

に炊
た

いたかしわめしが親
した

しまれてきました。
 

●作ってみよう！～かしわめしの作り方～● 

けんちゃん（けんちん） 

大分
おおいた

県内
けんない

でも「けんちん（けんちゃん）、

けんちん汁
じる

（けんちゃん汁
じる

）」といって、

各地
か く ち

で作
つく

られる郷土
きょうど

料理
りょうり

ですが、地域
ち い き

に

よってよび方
かた

や作
つく

り方
かた

が異
こと

なります。由
ゆ

布市
ふ し

で作
つく

られる「けんちゃん」は、お汁
しる

が

ない、具
ぐ

を中心
ちゅうしん

とした料理
りょうり

です。お豆
とう

腐
ふ

と

根菜類
こんさい るい

を大
おお

きく切
き

って、炊
た

いたものです。



 

（2）由布市のおやつ 

やせうま 

「やせうま」は由
ゆ

布市
ふ し

挾間
は さ ま

町
まち

で生
う

まれた

とされています。もとは仏教
ぶっきょう

の儀式
ぎ し き

や

行事
ぎょうじ

のときの食
た

べ物
もの

ですが、昭和
しょうわ

年
ねん

頃
ごろ

から家庭
か て い

のおやつとして親
した

しまれてきました。小麦粉
こ む ぎ こ

でつくった

団子
だ ん ご

を細
ほそ

長
なが

く引
ひ

き伸
の

ばし、ふっとうした

お湯
ゆ

でゆでます。塩
しお

と砂糖
さ と う

で味
あじ

つけした

きなこをまぶして出
で

来
き

上
あ

がり。

「やせうま」のなまえの由来

じりやき（ひやき） 

子
こ

どものおやつや雨
あめ

の日
ひ

の「こびる（こ

びり）」としてよく作
つく

られていたのが、「じ

りやき（ひやき）」です。

じりやきは、小麦粉
こ む ぎ こ

を水
みず

でゆるく溶
と

いた

ものを薄
うす

くのばして焼
や

きます。できた生地
き じ

に黒砂糖
く ろ ざ と う

やかぼちゃの“あ

ん”を巻
ま

いて食
た

べます。現代
げんだい

では卵
たまご

を入
い

れて、ふわっとおいしく作
つく

り

ます。「じりやき」と言
い

われるようになったいわれは、“じりじり焼
や

く”

からとも、生地
き じ

が“じりい（「ゆるい」の大分
おおいた

弁
べん

）”からとも言
い

われて

います。県内
けんない

各地
か く ち

で食
た

べられています。

 



 

かぼちゃもち 

地元
じ も と

でとれた小麦粉
こ む ぎ こ

と、かぼちゃで作
つく

るおも

ちです。ベーキングパウダーを入
い

れないため、

ずっしりと重
おも

くなります。作
つく

り方
かた

は、小
ちい

さく切
き

ったかぼちゃに砂糖
さ と う

をまぶして一晩
ひとばん

ねかせま

す。かぼちゃから水分
すいぶん

が出
で

てくるので、その水分
すいぶん

で地
じ

粉
ごな

をこね、かぼ

ちゃと混
ま

ぜて蒸
む

したらできあがり。

農家のおやつ～こびる・こびりの習慣

10

（3）特別なときの料理 

お斎
と き

 

法事
ほ う じ

の最後
さ い ご

に振
ふ

る舞
ま

われるお 料
りょう

理
り

を

「お斎
とき

」と呼
よ

びます。昔
むかし

は、お葬
そう

式
しき

や

法事
ほ う じ

を家
いえ

で 行
おこな

っていたので、近所
きんじょ

の

農家
の う か

の方
かた

から野菜
や さ い

やお米
こめ

をいただくな

どしてお斎
とき

を作
つく

っていました。お斎
とき

と

いうのは、もともと、お坊
ぼう

さんがお寺
てら

で

食
た

べる料理
りょうり

のことでした。そのため、

肉
にく

や魚
さかな

の使
つか

われない精進
しょうじん

料理
りょうり

で、「殺生
せっしょう

」を連想
れんそう

させるメニューはあ

りませんでした。作
つく

り方
かた

や盛
も

り付
つ

け方
かた

も決
き

められていて、作
つく

るのが

大変
たいへん

だったそうです。

今
いま

では、ホテルや料亭
りょうてい

などで法事
ほ う じ

をすることが一般的
いっぱん てき

になりました。

そのため、料理
りょうり

の内容
ないよう

も比較的
ひ か く て き

自由
じ ゆ う

になっています。 



 

由布市の文化財 

「文化財」とは、由布市の歴史を知るため

の大切に守っていかなければならないもの

のことを言います。現在、由布市には国指

定文化財が 件、県指定文化財が 件、

市指定文化財が 件と全部で 件の文化

財があります。ここでは、ぜひ、みなさん

に知ってもらいたい文化財を紹介します。

 

文化財っていうのは、由布市のたからもの

のことなんだって。

古いものばっかりだと思ってたよ

古いけど、残っていることで昔の由布市がど

んな地域だったのか、知ることができるよ。

しょくぶつや生きものは？

とくていの場所でしかみられないしょく

ぶつや生き物も記念物といった名前で登

録されるよ。そうすることで、守っていく

ことができるんだ。

文化財 



 

国指定重要文化財 

絹
けん

本著
ぽんちゃく

色
しょく

放
ほ う

牛光
ぎゅうこう

林像
り ん ぞ う

（美術品
びじゅつひん

・工芸品
こうげいひん

） 

2 1990 6 29  

絹本著
けんぽんちゃく

色
しょく

放
ほう

牛光
ぎゅうこう

林像
りんぞう

とは、挾間
は さ ま

の龍
りゅう

祥寺
しょうじ

というお寺
てら

をひらいた「放
ほう

牛光
ぎゅうこう

林
りん

」というお坊
ぼう

さんの絵
え

です。大
おお

きさは縦
たて

、横
よこ

で、背
せ

を丸
まる

めて上
うわ

目
め

遣
づか

いの鋭
するど

い目
め

に、光
こう

林
りん

の特徴
とくちょう

が表現
ひょうげん

されていま

す。絹本著
けんぽんちゃく

色
しょく

とは絹
きぬ

の布
ぬの

に色
いろ

を塗
ぬ

る方法
ほうほう

で、奥
おく

深
ぶか

い表現
ひょうげん

ができ、味
あじ

わ

いのある仕
し

上
あ

がりとなるのが特徴
とくちょう

です。放
ほう

牛光
ぎゅうこう

林
りん

は、「 歳
さい

にしてす

でに法華経
ほ け き ょ う

と華厳経
けごんき ょう

の二
に

経
きょう

を暗唱
あんしょう

して唱
とな

えた。」と伝
つた

えられています。

歳
さい

前後
ぜ ん ご

で、中国
ちゅうごく

に渡
わた

り学
まな

びました。龍
りゅう

祥寺
しょうじ

の開
かい

山
ざん

が建
けん

徳元
とくがん

年
ねん

、光
こう

林
りん

が 歳
さい

のときでした。そして 年
ねん

後
ご

、 歳
さい

で亡
な

くなってい

ます。

  



 

大社
お お ご し ゃ

の大
おお

スギ（天然
てんねん

記念物
き ね ん ぶ つ

） 

9 1934 8 9  

湯
ゆ

布院
ふ い ん

の大
おお


ご

社
しゃ

の境内
けいだい

にひときわ大
おお

きい大
おお

スギがあります。根
ね

っこの

回
まわ

りは約
やく

、胸
むね

の高
たか

さでの幹
みき

の太
ふと

さは約
やく

、木
き

の高
たか

さは約
やく

にもなります。樹齢
じゅれい

は千年
せんねん

以上
いじょう

ともいわれています。年月
ねんげつ

を重
かさ

ねるご

とに、枝
えだ

が折
お

れたりともろくなっていますが、今
いま

もあおあおとした葉
は

をしげらせています。



 

40 1965 5 12  

イヌワシはタカの一種
いっしゅ

で、するどいくちばしとツメをもち、ほかの

動物
どうぶつ

を食
た

べる猛禽類
もうきん るい

です。体長
たいちょう

は 、左右
さ ゆ う

のつばさを広
ひろ

げる

と にもなります。崖
がけ

などに生
は

える高
たか

い木
き

に巣
す

をつ

くり、主
おも

にノウサギやヤマドリ、ヘビ等
とう

をえさとします。えさをとる

場所
ば し ょ

は低
ひく

い木
き

がしげっている場所
ば し ょ

や草原
そうげん

のような開
ひら

けた場所
ば し ょ

ですが、

そのような場所
ば し ょ

が日本
に ほ ん

では少
すく

なくなっているので、イヌワシが暮
く

らす

ことができる場所
ば し ょ

も減
へ

っています。環境省
かんきょうしょう

の出
だ

した「絶滅
ぜつめつ

のおそれの

ある野生
や せ い

生物
せいぶつ

の種
しゅ

のリスト（レッドリスト）」では「絶滅
ぜつめつ

の危険
き け ん

が増大
ぞうだい

している種
しゅ

」に指定
し て い

されており、とても貴重
きちょう

な鳥
とり

です。大分県
おおいた けん

では、

昭和
しょうわ

年
ねん

度
ど

に調査
ちょうさ

がおこなわれ、オスとメスのつがいが確認
かくにん

さ

れました。イヌワシが生活
せいかつ

する範囲
は ん い

は広
ひろ

く、由
ゆ

布市
ふ し

庄内
しょうない

・湯布院
ゆ ふ い ん

地域
ち い き

、

竹田市
た け た し

直入
なおいり

・久住
くじゅう

地域
ち い き

、九重町
ここのえ まち

にまたがるくじゅうの山々
やまやま

です。また

黒岳
くろだけ

周辺
しゅうへん

に巣
す

がつくられていることも九 州
きゅうしゅう

で唯一
ゆいいつ

確認
かくにん

されました。
 

 

 

 

  

△飛翔するイヌワシ（日本野鳥の会 大分県支部提供） 



 

旧
きゅう

日野
ひ の

医院
い い ん

（建造物
けんぞうぶつ

） 

11 1999 12  

湯布院
ゆ ふ い ん

にある日野
ひ の

病院
びょういん

は、江戸
え ど

時代
じ だ い

から始
はじ

まった医者
い し ゃ

の家系
か け い

によって

つくられた歴史
れ き し

のある病院
びょういん

です。川西
かわにし

地区
ち く

にある旧
きゅう

日
ひ

野
の

医院
い い ん

の建物
たてもの

は、

明治
め い じ

（ ）年
ねん

に日野家
ひ の け

の 代
だい

目
め

の日野
ひ の

要
かなめ

さんによって建設
けんせつ

され

ました。日本
に ほ ん

の職人
しょくにん

が洋式
ようしき

建築
けんちく

をモデルとして作
つく

ったもので、大分
おおいた

県内
けんない

では最
もっと

も古
ふる

いものとされています。日本
に ほ ん

でも珍
めずら

しい建物
たてもの

で、平成
へいせい

（ ）年
ねん

に日本
に ほ ん

の重要
じゅうよう

文化
ぶ ん か

財
ざい

に指定
し て い

されました。 

●行ってみよう！● 

 

  大分県でも当時はめずらしい女性のお医者さ
ん、日野俊子先生もここで活やくしたよ。



 

県指定文化財 

狭間
は さ ま

直
なお

重
しげ

氏
し

の墓碑
ぼ ひ

（石造
せきぞう

五輪塔
ご り ん と う

（三基
さ ん き

）） 

47 1972 3 21  

挾間
は さ ま

町
まち

の龍
りゅう

祥寺
しょうじ

というお寺
てら

の西側
にしがわ

には、鎌倉
かまくら

時代
じ だ い

から戦国
せんごく

時代
じ だ い

まで挾
はさ

間
ま

町
まち

一帯
いったい

を支配
し は い

していた狭間
は さ ま

氏
し

の墓地
ぼ ち

があります。その真
ま

ん中
なか

に、

一番
いちばん

大
おお

きくどっしりとした墓石
ぼ せ き

があります。それが狭間
は さ ま

氏
し

初代
しょだい

「狭間
は さ ま

直
なお

重
しげ

」のお墓
はか

です。直
なお

重
しげ

は大友
おおとも

家
け

の初代
しょだい

大友
おおとも

能
よし

直
なお

の孫
まご

で、鎌倉
かまくら

時代
じ だ い

や

室町
むろまち

時代
じ だ い

の混
こん

乱
らん

していた時代
じ だ い

に中国
ちゅうごく

の元
げん

の国
くに

がせめよせて来
き

た時
とき

、

大友家
お お と も け

の一族
いちぞく

としてその繁栄
はんえい

を支
ささ

えました。

直重はどの家来よりも力もちで、どんな大男で
も持ち上げることのできなかった大きな石をか
んたんに持ち上げて歩いてみせるほど、怪力の
持ち主だったんだって。



 

くるま橋 

＝ アーチ橋 

 オダニのくるま橋
ばし

 
52 1977 3 31  

「オダニのくるま橋
ばし

」は庄内町
しょうないちょう

櫟
いち

木
ぎ

の間
ま

田川
だ が わ

にかかる石橋
いしばし

です。橋
はし

の

長
なが

さは約
やく

、アーチ部分
ぶ ぶ ん

は幅
はば

約
やく

、高
たか

さは約
やく

。川幅
かわはば

にくらべて

大
おお

きくどっしりとした橋
はし

です。ばらばらな大
おお

きさの石
いし

を積
つ

み上
あ

げる

「切
き

り込
こ

みハギ」と呼
よ

ばれる技術
ぎじゅつ

が使
つか

われていますが、壁
かべ

の部分
ぶ ぶ ん

は

隙間
す き ま

がなく、きれいにつみ上
あ

げられています。由
ゆ

布市
ふ し

にある石橋
いしばし

の中
なか

でも一番
いちばん

古
ふる

く、美
うつく

しい橋
はし

です。たくさんの工夫
く ふ う

によって支
ささ

えられてい

るこの橋
はし

は、「未来
み ら い

永劫
えいごう

流
なが

されない強
つよ

い橋
はし

をかけるのだ」という当時
と う じ

の

人
ひと

々
びと

の想
おも

いが伝
つた

わってきます。

  
半円状にくり抜いたように見えるつ
くりの橋を「アーチ橋」といいます。
大分県では「くるま橋」と呼ばれて
いました。世界各地でみることがで
きる、橋のつくりかたです。



 

由
ゆ

布院
ふ い ん

キリシタン墓群
ぼ ぐ ん

 

35 1960 3 22  

由
ゆ

布院
ふ い ん

盆地内
ぼ ん ち な い

にはキリシタンの墓
はか

、も

しくは隠
かく

れキリシタンの墓
はか

と伝
つた

えら

れるものがたくさん残
のこ

っています。そ

の数
かず

は、 基
き

以上
いじょう

とも言
い

われていま

す。このうち特
とく

に多
おお

くの墓
はか

が集
あつ

まって

いるのが「並
なみ

柳
やなぎ

墓地
ぼ ち

」です。並
なみ

柳
やなぎ

墓地
ぼ ち

は現在
げんざい

も共同
きょうどう

の墓地
ぼ ち

として使用
し よ う

され

ていますが、キリシタンのお墓
はか

は日本
に ほ ん

でよくみられる仏教式
ぶっきょうしき

のものとは違
ちが

い、直方体
ちょくほうたい

の平
たい

らな石
いし

を地面
じ め ん

に置
お

いただけのお墓
はか

です。ほとんどのキ

リシタンの墓
はか

では薄型
うすがた

に十字
じゅうじ

が彫
ほ

られており、その交差
こ う さ

の仕方
し か た

にも様
さま

々
ざま

な種類
しゅるい

があります。

キリシタンの多い村だった由布院

  



 

市指定文化財 

阿南
あ な ん

橋
ばし

 

19 2007 6 29  

大分県
おおいた けん

では初
はつ

となる洋式
ようしき

のアーチ型
がた

の石橋
いしばし

で、由
ゆ

布市
ふ し

の指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

に

認定
にんてい

されています。直方体
ちょくほうたい

に加工
か こ う

した石
いし

を積
つ

むように並
なみ

べる「布
ぬの

積
づ

み」

と呼
よ

ばれる技法
ぎ ほ う

を使
つか

っています。実用的
じつよう てき

な橋
はし

としての機能
き の う

だけでなく、

石造
せきぞう

美術
びじゅつ

としての「見
み

せる」工夫
く ふ う

も備
そな

えた美
うつく

しい橋
はし

です。

永慶寺
え い け い じ

の茶釜
ちゃがま

 

19 2007 6 29  

庄内町
しょうないちょう

五
ご

ヶ
か

瀬
せ

の丘
おか

の上
うえ

に、永慶寺
え い け い じ

というお寺
てら

があ

ります。ここに大切
たいせつ

にされている茶釜
ちゃがま

があり、羽
つば

を

含
ふく

む直径
ちょっけい

は ほどあります。湯
ゆ

が沸
わ

き立
た

つ時
とき

に透
す

かして見
み

ると、金色
きんいろ

に輝
かがや

いて見
み

えると言
い

われ

ています。永慶寺
え い け い じ

は建
けん

長
ちょう

年
ねん

からあるお

寺
てら

で、 代
だい

にわたり絶
た

えることなく教
おし

えを守
まも

り保
たも

ち続
つづ

けています。

永慶寺の茶釜の不思議～夜な夜な泣く金の茶釜

庄内地域 

庄内地域 


