
　人吉球磨の「きじ馬」はキリ・ダラ・フジ・
カシワなどの雑木を材料として作られる熊
本県を代表する郷土玩具。野鳥のキジをか
たどった車型の玩具で、子どもが紐を付け
て引いたり、上に乗ったりして遊ぶ。かつ
ては旧暦の２月に春の市が開かれ、露店で

売られている「きじ馬」を男の子に、
「花手箱」を女の子に買って帰る
ことがこの地域の習わしだっ
た。ほかの地域のきじ車と
比べると、くらがないこ
となどが特徴。

国
の
文
化
審
議
会
は
、
九
州

地
方
に
伝
わ
る
伝
統
的
玩

具
「
き
じ
馬
・
き
じ
車
」
の
製
作

技
術
に
つ
い
て
、
国
が
記
録
を
残

す
べ
き
だ
と
認
め
る
「
記
録
作
成

等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民

俗
文
化
財
（
国
選
択
無
形
民
俗
文

化
財
）」
に
登
録
す
る
よ
う
、
１

月
24
日
に
文
化
庁
長
官
に
答
申
し

ま
し
た
。

　

九
州
の
代
表
的
な
「
き
じ
馬
・

き
じ
車
」
は
、
福
岡
県
み
や
ま
市

の
「
き
じ
車
」
や
大
分
県
玖く
す
ま
ち

珠
町

北
山
田
地
区
の
「
き
じ
車
」、
人

吉
球
磨
地
域
の
「
き
じ
馬
」
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　

き
じ
馬
を
製
作
す
る
担
い
手
の

高
齢
化
や
な
り
わ
い
の
変
化
で
、

消
滅
の
恐
れ
が
高
い
こ
と
な
ど
か

ら
今
回
選
ば
れ
、
答
申
後
は
国
か

ら
正
式
に
選
択
さ
れ
ま
す
。
県
内

の
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
の
選

定
は
、
令
和
元
年
の
「
高
森
の
に

わ
か
」
以
来
で
、
13
件
目
と
な
り

ま
す
。

　熊本県では現在、球磨郡錦町の住岡郷土玩具製作所と人吉市中林町の宮原工芸の２カ所だけがきじ馬を製作・販
売しています。地域の宝に選定されたきじ馬作りに対する思いを聞きました。

◉�平家の落人が人吉の奥地で都をしのんで作
り始めた

◉�山から山へ移動していた木
き じ し

地師（木工職人）
が里に下りて売っていたのが「きじ馬」と
して広まった

◉�球磨川下りが盛んだったころに船大工が
作って広まった

◉�子どもたちがまたがって馬乗りし、遊んだ
ことからきじ馬という名前になった

◉元々は、着色しない素地のままだった
◉�人吉藩時代に大火事が起きた後、金鶏（ミャ
ンマーの火

ひ よ

除けのお守り）の色に似せた
◉�青井阿蘇神社に奉納するために縁起のいい
色を使用した

　

初
代
の
住
岡
喜
太
郎
さ
ん
の
創
業
か
ら

今
年
で
百
年
目
。
今
は
２
代
目
の
忠た
だ
よ
し嘉
さ

ん
と
３
代
目
の
孝た
か
ゆ
き行

さ
ん
が
受
け
継
い
で

い
ま
す
。
初
代
の
直
線
的
な
形
の
き
じ
馬

に
比
べ
て
、
２
代
目
の
忠
嘉
さ
ん
の
き
じ

馬
は
木
の
曲
が
り
を
利
用
し
た
形
が
特

徴
。
昔
な
が
ら
の
顔
料
を
使
用
し
た
絵
付

け
は
、
同
製
作
所
の
み
で
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。
今
回
の
選
定
を
受
け
、
忠
嘉
さ

ん
は「
技
術
は
父
か
ら
引
き
継
い
だ
財
産
。

父
に
変
わ
っ
て
お
礼
を
言
い
た
い
」
と
喜

び
の
声
。
孝
行
さ
ん
は
「
使
用
す
る
木
材

が
非
常
に
手
に
入
り
に
く
く
な
っ
て
い
る

の
で
、
今
後
き
じ
馬
は
貴
重
な
も
の
に

な
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
話
し

て
い
ま
し
た
。

長年の勘で迷いなくヨキ（小型の斧）を入れる忠嘉さん（上）�
手作業には欠かせない、特注の仕事道具（右下）
一家で伝統のきじ馬作りを守る住岡さん家族（左下）

父が残した財産を残していく

　

木
工
関
係
に
携
わ
っ
て
い
た
宮
原
健け

ん
お雄

さ
ん
が
創
業
。
２
代
目
の
清き
よ
み
つ光

さ
ん
は
現

在
療
養
中
の
た
め
、
妻
の
て
い
さ
ん
が
形

作
り
か
ら
色
付
け
ま
で
の
作
業
を
全
て
１

人
で
担
い
、
き
じ
馬
を
守
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
選
定
を
受
け
、
て
い
さ
ん
は
「
文

化
財
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
う
れ

し
く
、
き
じ
馬
に
携
わ
れ
た
の
は
誇
ら
し

い
こ
と
。
人
生
の
一
つ
で
も
あ
り
私
が
生

き
た
証
で
す
」。
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て「
今

は
き
じ
馬
を
作
り
続
け
る
こ
と
で
精
一

杯
。
技
術
の
伝
承
は
敷
居
が
高
い
と
思
わ

れ
が
ち
で
す
が
、
誰
も
が
興
味
を
持
っ
て

く
れ
る
と
う
れ
し
い
。
ど
う
に
か
こ
の
技

術
を
残
し
て
い
き
た
い
で
す
」
と
話
し
て

い
ま
し
た
。

慣れた手つきで筆を滑らせきじ馬に命を吹き込む（上）
現在はていさんが 1人できじ馬の製作を担う（右下）
刃物を固定し、きじ馬を削りやすくした独自の道具（左下）

興味を持ってくれる人に
技術を受け継ぎたい

住岡郷土玩具製作所　住岡 忠嘉さん

宮原工芸　宮原 ていさん

ヒットくん

※�全て言い伝えによるものです。

大分県玖珠町北山田地区の
「きじ車」

福岡県みやま市の「きじ車」 人吉球磨地域の「きじ馬」

答
申
…
…
文
化
審
議
会
が
国
に
対
し
て

文
化
財
の
指
定
や
追
加
指
定
を
行
う
よ

う
意
見
を
述
べ
る
こ
と
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