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鵜
を
操
っ
て
、鮎
な
ど
の
川
魚
を
獲
る
人
の

こ
と
を「
鵜うし
ょ
う匠」と
言
い
ま
す
。そ
し
て
、鵜
飼

に
使
わ
れ
る
鵜
の
ほ
と
ん
ど
は
、カ
ツ
オ
ド
リ

目
ウ
科
に
分
類
さ
れ
る「
海うみ
う鵜
」と
い
う
鳥
で

す
。
現
在
、海
鵜
の
捕
獲
は
茨
城
県
日
立
市

の
伊
師
浜
海
岸
で
し
か
許
可
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、そ
こ
で
捕
ま
え
ら
れ
た
海
鵜
が
全
国
の
鵜

匠
に
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
鵜
が
魚
を
く
わ
え
る
と
、喉
の
強
い
圧
力
で

魚
が
失
神
し
、そ
の
状
態
で
吐
き
出
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、魚
を
傷
つ
け
ず
に
獲
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
漁
を
行
っ
て
い
る
間
は
、

魚
を
飲
み
込
め
な
い
よ
う
に
縄
で
鵜
の
喉
を

細
く
し
、鵜
匠
が
手
で
鵜
の
首
を
下
か
ら
押

し
上
げ
る
こ
と
で
、魚
を
吐
き
出
す
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
日
田
の
鵜
匠
は
鵜
小
屋
で
鵜
を
飼
っ
て
お

り
、そ
こ
で
漁
に
必
要
な
信
頼
関
係
を
築
い
て

い
き
ま
す
。

伝
統
的
漁
法「
鵜
飼
」

●…文化財指定

筑後川（朝倉市）

錦川（岩国市）

肱川（大洲市）

三隈川（日田市）

馬洗川
（三次市）
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１ 水郷日田の夏の風物詩

　水郷日田を象徴する文化財の一つであり、400年以上の歴史を誇る日田の鵜飼。三隈川に浮かぶ遊船、
かがり火の灯りなどが織りなす風景は、永年、夏の夜の風物詩として親しまれてきました。
　市では、この貴重な文化財を守り遺していくための活動に取り組んでいます。今号では、日田の鵜飼につい
て紹介します。

日田に伝わる文化財「鵜
う か い

飼」

　文化財保護課文化財管理係☎㉔７１７１（市役所別館２階）
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　「
鵜
飼
」と
は
、鵜う
を
巧
み
に
操
っ
て
川
に
い

る
魚
を
獲
る
漁
法
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
鵜

飼
の
歴
史
は
古
く
、8
世
紀
に
成
立
し
た『
古

事
記
』や『
日
本
書
記
』な
ど
に
鵜
飼
に
関
す

る
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
日
本
以
外
で
は
、

中
国
大
陸
で
も
実
施
さ
れ
て
お
り
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
も
16-

17
世
紀
に
鵜
飼
が
行
わ
れ

た
記
録
が
残
って
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
歴
史
あ
る
鵜
飼
で
す
が
、現
在
、

日
本
で
は
12
か
所（
休
止
中
を
含
む
）で
し
か

行
わ
れ
て
お
ら
ず
、そ
の
う
ち
日
田
を
含
む

7
か
所
が
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
日
田
の
鵜
飼
は
、岐
阜
県
の
長なが
ら良
川
、愛

媛
県
の
大おお
ず洲
と
並
び
、〝
日
本
三
大
鵜
飼
〟の

一
つ
に
数
え
ら
れ
て
お
り
、昭
和
41
年
3
月

22
日
に
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。ま
た
、岐
阜
県
の
長
良
川
で
は
、毎

年
5
月
中
旬
か
ら
10
月
中
旬
の
間
、宮
内
庁

へ
納
め
る
鮎
を
獲
る「
御ごり
ょ
う料鵜
飼
」と
し
て
、

「
宮
内
庁
式
部
職
鵜
匠
」に
任
命
さ
れ
た
鵜
匠

が
鵜
飼
漁
を
行
って
い
ま
す
。

鵜
飼
の
歴
史
と
今

有田川（有田市）※平成25年から休止中。
宇治川（宇治市）

木曽うかい（犬山市・各務原市）
笛吹川（笛吹市）

小瀬鵜飼（関市）
長良川鵜飼（岐阜市）
大堰川鵜飼（京都市）


