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世界遺産って何だろう？

世界遺産のいろいろ

文化遺産

　世界遺産は、世界中の人々が過去から受けつぎ、守って、未来
へと伝えていかなければならない、とても大切な文化財（文化遺
産）や自然（自然遺産）のことです。世界中の人々が、おたがいの
国のくらしや文化を知り尊重することで、人権尊重や世界平和
が実現することを期待されています。
　2018年、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、
長崎のたからものから日本のたからものへ、そして世界の大切な
たからものとなりました。

　世界遺産は、「文化遺産」「自然遺産」「複合遺産」の3種類にわ

けられます。「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、「文

化遺産」で登録されました。世界には、1,121件の世界遺産が登録

されています。（2019年現在）

　日本には「文化遺産」と「自然遺産」が合わせて23件あります。

野崎島の人たちの

残したものが

世界中の人々にとっても

たからものになったんだよ！

すごいね！
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●自由の女神像

（アメリカ合衆国）

●ラパ・ヌイ国立公園

（チリ）

●バチカン市国

（バチカン市国）

自然遺産
絶滅の恐れのある生き物が住んでいる場所や美しい風景など、自然のもの。

213件（うち日本4件）

●サガルマータ国立公園

（ネパール）

●グレート・バリア・リーフ

（オーストラリア）

●ガラパゴス諸島

（エクアドル）

●四川ジャイアントパンダ

保護区群（中国）

複合遺産
「文化遺産」と「自然遺産」をあわせたもの。

39件（うち日本0件）

●マチュ・ピチュの歴史保護区

（ペルー）

●ギョレメ国立公園と

カッパドキアの岩窟群

（トルコ）
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10●カンペチェ州カラクムルの

古代マヤ文明と熱帯保護林

（メキシコ）

9 11 ●ウルル＝カタ･ジュタ

国立公園（オーストラリア）
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なが   さき あま   くさ      ち    ほう せん   ぷく かん    れん    い    さん

ふく ごう   い   さん

あと

ぜつ  めつ おそ

じ  ゆう め  がみ ぞうこく りつ  こう えん し  こく

がっ しゅうこく

けん

げん ざい
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昔の人が生活していた跡や古い建物など、人間が作ったもの。

869件（うち日本19件）

●メンフィスとその墓地遺跡

（エジプト）
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日本にある世界遺産
　日本には23件の世界遺産があります。姫路城や原爆ドーム、富士山などの「文化遺

産」が18件、屋久島や知床などの「自然遺産」が4件あります。「長崎と天草地方の潜伏

キリシタン関連遺産」は、日本で22番目に登録された世界遺産です。
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●法隆寺地域の仏教建造物

（1993年）

1 ●姫路城

（1993年）

2 ●屋久島

（1993年）

3 ●白神山地

（1993年）

4

●古都京都の文化財

（1994年）

5 ●白川郷・五箇山の合掌

造り集落（1995年）

6 ●嚴島神社（1996年）8

●日光の社寺

（1999年）

10●古都奈良の文化財

（1998年）

9

●富士山－信仰の対象と

芸術の源泉－（2013年）

17

●富岡製糸場と絹産業遺産群

（2014年）

18

●「神宿る島」宗像・

沖ノ島と関連遺産群

（2017年）

21 ●長崎と天草地方の

潜伏キリシタン関連遺産

（2018年）

22

●石見銀山遺跡とその文化

的景観（2007年）

14 ●小笠原諸島

（2011年）

15

●平泉

－仏国土（浄土）を表す建築・

庭園及び考古学的遺跡群－
（2011年）

16

●明治日本の産業革命遺産

製鉄・製鋼、造船、石炭産業

（2015年）

19

●国立西洋美術館

（ル・コルビュジエの建築作品

－近代建築運動への顕著な貢献－）

（2016年）

20

●琉球王国のグスク及び

関連遺産群（2000年）

11 ●紀伊山地の霊場と参詣道

（2004年）

12

●知床

（2005年）

13
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●富士山は

「自然遺産」ではなくて

「文化遺産」なんだよ。

17

●原爆ドーム（1996年）7

せ     かい      い     さん
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しれ とこ

いわ  み   ぎん ざん   い  せき ぶん  か お  がさ   わら しょ とう

ふ   じ    さん しん こう

げいじゅつ げん  せん

ひらいずみ

とみ おか  せい   し じょう

こく りつ  せい よう   び じゅつ かん かみ やど むな かた

おき  の しま

なが さき あま くさ   ち   ほう
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●百舌鳥・古市古墳群

（2019年）
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「長崎と天草地方の潜伏キリシタン
  　　関連遺産」って何だろう？

「潜伏キリシタン」って

どんな人たちなんだろうね？

先生といっしょに

勉強しよう!
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世界遺産になるまでの歩み

　「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を世界遺産

としてみとめてもらうためにはとてもきびしいルールがあっ

て、この遺産を守っていくための約束をしなくてはいけませ

ん。この遺産が持っている素晴らしい文化や環境を守って、

未来へ伝えていくための計画

をあらかじめ作り、約束を守

ることにしています。

　わたしたちは、このような

約束によって、この遺産を未

来へと守り伝えていくことに

なったのです。

世界遺産に
なるためのルール

なが  さき あま くさ    ち    ほう

せ     かい      い    さん

　「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、日本でキリスト
教を信じてはいけない時代に、ふつうに生活しながら工夫して信じ
つづけた人たち（潜伏キリシタン）が残した証です。日本に神父がい
ない中で、かれらがどのようにしてキリスト教の教えを守り続けたの
かをひとつのお城の跡とひとつの教会、10の集落が表わしています。

なが さき けん

くま  もと けん

約束約束

　「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を世

界遺産に登録してほしいと、日本からユネスコ（国際

連合教育科学文化機関）へ申しこみました。すると、

こんどはユネスコから頼まれたイコモス（国際記念物

遺跡会議）の人が長崎と天草にやってきて、その内容

をくわしく調べました。その結果、イコモスの人は、こ

の遺産が世界遺産にふさわしいとユネスコに伝え、

最後にユネスコが世界遺産に登録することを決めま

した。
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しろ あと
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どうやって守って

いけばいいのか、

みんなで考えようね！

世界遺産に

登録されるまで

11年もかかったんだよ。

せん  ぷく かん   れん   い    さん

こく  さい   

れん  ごう きょう いく    か    がく  ぶん    か     き    かん

かん きょうす      ば

ない  ようい    せき   かい   ぎ

こく  さい    き    ねん  ぶつ    

世界遺産登録認定書
にん てい  しょ

はら じょうあと
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せい  ち しゅうらく

そと  め し    つ しゅうらく

そと  め おお  の  しゅうらく

くろ  しま しゅうらく

さ    せ   ぼ   し

の   ざき じま

お    ぢ   か ちょう

しゅう らく あと

しん かみ  ご  とう ちょう

かしら が しま しゅうらく

ひさ  か  じま

ご   とう  し

しゅうらく

な   る   しま

おお うら てん しゅ どう

え  がみしゅうらく

え  がみ てん しゅ どう しゅうへん

あま くさ         さき  つ しゅうらく



「長崎と天草地方の
　潜伏キリシタン関連遺産」物語

なが     さき あま      くさ       ち      ほう

せん     ぷく かん      れん      い      さん
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昔々、日本の各地にはお殿様が

いて、人々は、神社やお寺など

でお祈りをしながら、くらしてい

ました。

ポルトガルからフランシスコ・

ザビエル神父が日本にやって

きて、キリスト教を日本に初め

て伝えました。

日本で一番えらいお殿様であった徳川家康

が自分のいうことをきかせるためにキリスト

教を禁止し、昔のように神社やお寺などで

お祈りをするように命令しました。

キリシタンが恐ろしくなった

お殿様は 、神父が日本に

入ってこないように港をとじ

てしまいました。

神父がたくさんやって来て、キ

リスト教といっしょに、お殿様

に鉄砲やお金もうけなどを教え

たり、病気の人を治したり、貧

しい人に食べ物をあたえたりし

たため、日本中に教えが広まり

ました。

長崎と天草地方では、

平戸に最初に

やってきたんだよ。

1 2 3

4

5 6

籠手田氏が

平戸から追い出されると、

納島の人たちはキリシタンを

やめたみたいだよ。

天草四郎という

少年が総大将になって

２万数千人ものキリシタンが

原城●にたてこもって

戦って殺されたんだよ。

1

長崎の「出島」でだけ、それも

キリスト教と関係のない外国とだけ

おつきあいをすることに

したんだよ。

松浦隆信フランシスコ・ザビエル

いの

との   さま

てっ   ぽう

まず

とく  がわ  いえ   やす

おそ

あま  くさ   し  ろう

ひら  ど

そう だい しょう

はらじょう

で  じま

徳川家康

天草四郎 出島

フランシスコ・ザビエルの
平戸までのルート

日本には神父がいなく

なり、教会もなくなりま

した。そして、長崎と天

草地方のキリシタンは、

「潜伏キリシタン」とな

りました。

7

マリア観音

集落のえらい人が、神父のかわりとなって

見つからないように、工夫しながらキリスト教の

教えを守り続けた人を「潜伏キリシタン」というんだよ。

平戸●●、天草●、外海（出津●、大野●）に

いたことが分かっているんだ。

62 4 53
あま くさ そと  め し    つ おお  の

次ページに続く

キリスト教の禁止とお殿様の

ひどい政治に怒ったキリシタ

ンたちが戦争をおこしました。

(島原・天草一揆)

せい    じ

あま  くさ  いっ   きしま ばら

おこ

このころ、

キリスト教を信じて教会で

お祈りした人を「キリシタン」というんだ。

平戸のお殿様である松浦隆信の家来の

籠手田氏の命令で、納島の人たちは

みんなキリシタンになったんだよ。

まつ   ら  たか のぶ

こ    て    だ    し のう しま



潜伏キリシタンは、

230年ぶりに教会で

お祈りをすることが

できるようになったん

だよ。

9 10

外海で人口が増えすぎて暮

らしにくくなったので、潜

伏キリシタンは、五島など

に引っ越していきました。

外国の人たちが日本に注意

したこともあって、日本でも

キリスト教を信じることがで

きるようになりました。

キリスト教を信じてい

る人たちの村では、

神父と協力しながら

教会を建てました。

それから50年くらいたつと、日本はまた

色んな外国とのおつきあいを始めまし

た。長崎の「大浦」というところに、外国

の人々が住む町をつくりました。

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

●原城跡
キリシタンたちが戦争を起こした

お城の跡地

●平戸の聖地と集落
（春日集落と安満岳）

キリスト教が伝わる前から信じていた山やキリシタンがなくなった島などを拝んだ集落

●平戸の聖地と集落
（中江ノ島）

●外海の出津集落
キリスト教の絵などを拝んだ集落

●外海の大野集落
神社などを拝んだ集落

●野崎島の集落跡
神社があった場所に引っ越した

集落の跡地

●頭ヶ島の集落
病気の人ばかりが住んでいた場所に

引っ越した集落

●天草の﨑津集落
身近なものなどを拝んだ集落

●黒島の集落
馬を育てていた場所に引っ越した集落

●久賀島の集落
開発が進んでいなかった場所に

引っ越した集落

●奈留島の江上集落
（江上天主堂とその周辺）

教会が建てられた集落の代表例

●大浦天主堂
潜伏キリシタンと神父が

およそ200年ぶりにであった教会

1 2 3

4

外海から海をわたって、

人がまだあまり住んでいなかった島で

キリスト教の教えを守りながら

暮らしたんだよ。黒島●、野崎島●、

頭ヶ島●、久賀島●に

引っ越したことが分かって

いるんだ。
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奈留島の

江上天主堂●が代表例だよ。

野崎島でも鉄川與助が

旧野首教会を建てたね。

11

●久賀島では、

せまい牢屋にたくさんの

人がとじこめられて、

なくなった人も

いたんだよ。

10

外国人のために

大浦天主堂●を
建てたんだよ。

12

前ページからおよそ150年後・・・

そと   め

せん

ぷく

おお  うら

ご    とう

こ

くろ しま

かしら が  しま ひさ   か  じま

の   ざき じま

おお うら  てん しゅ  どう

な    る  しま

え  がみ  てん しゅ どう

ろう   や

はら じょう あと ひら   ど

かす   が   しゅう らく やす  まん  だけ

せい   ち しゅう らく ひら   ど

なか   え    の   しま

せい   ち しゅう らく

あま  くさ さき    つ  しゅう らく そと   め し     つ  しゅう らく そと   め おお   の   しゅう らく

くろ  しま しゅう らく の    ざき  じま しゅう らく  あと かしら が   しま しゅう らく

ひさ   か   じま しゅう らく な    る    しま おお  うら  てん   しゅ  どうえ   がみ  しゅう らく

おが

え  がみ てん しゅ どう しゅうへん

大浦天主堂 プティジャン神父

なが     さき あま      くさ       ち       ほう せん     ぷく かん      れん       い      さん

の   ざき  じま てつ  かわ  よ   すけ

きゅう の  くび きょう かい

旧野首教会
きゅう   の   くび  きょう かい

鉄川與助
てつ   かわ   よ   すけ

大浦天主堂に神父がいることをき

きつけた浦上村の潜伏キリシタン

が、プティジャン神父に自分たちが

キリスト教の教えを守り続けてき

たことを話しました（信徒発見）。

そして、潜伏キリシタンは、他の村

からもやってきましたが、日本では

キリスト教が禁止されていたので、

つかまってしまいました。

うら  かみ   むら

しん    と    はっ  けん



小値賀町の地図
野崎島の地図
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お          じ         か      ちょう

の        ざ き     じ ま

野崎島の集落跡

野崎島は

小値賀の人たちにとって

昔から大切な島だったんだよ。

日本と外国を行き来する船が立ち寄っていたし、

燃料となる木をとりに行っていたんだ。

そして、たくさんの人たちが沖ノ神嶋神社で

お祈りをしていたんだよ。

ねん りょう

おき  の  こう じま  じん  じゃ

旧野首教会

瀬戸脇教会堂跡

潜伏キリシタンのお墓

小値賀教会堂

王位石

沖ノ神嶋神社

舟森

潜伏キリシタンの
指導者屋敷跡
初代野首教会堂跡

潜伏キリシタンの
指導者屋敷跡
初代野首教会堂跡

潜伏キリシタンの
指導者屋敷跡



野崎島の集落跡

野崎集落跡
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しゅう      らく      あとの         ざき     じま

沖ノ神嶋神社
704年に一つであった宮を小値賀島と野崎島に分け

てまつられたと伝わっています。小値賀の宮を地ノ神

嶋神社、野崎島の宮を沖ノ神嶋神社といいます。昔

から、野崎島は聖なる場所として、五島列島の各地か

ら沖ノ神嶋神社にお祈りに来ていました。潜伏キリシ

タンは、キリスト教を信じていると疑われる可能性が

低いと考えて、野崎島に引っ越してきました。

おき     の     こう    じま    じん    じゃ

ぢ   の   こう

じま  じん じゃ

せい

いの

うたが か　のう せい

沖ノ神嶋神社神官屋敷跡
神官（神に仕える人）が暮らしていた屋敷があった場所で

す。現在の建物は明治時代に建てられたものですが、母屋

の隣にある遥拝所はキリスト教が禁止されていた頃に建て

られたものです。遥拝所とは、波が高くて沖ノ神嶋神社で

お祈りができない場合に使っていた場所です。潜伏キリシ

タンも遥拝所でお祈りをしていました。

おき    の      こう   じま     じん    じゃ    しん    かん     や     しき     あと

めい じ おも や

ようはいしょ ころ

舟森集落跡

潜伏キリシタンの指導者屋敷跡
舟森集落の潜伏キリシタンの指導者が暮ら

していた屋敷の跡地です。指導者は、キリス

ト教を信じることができるようになった後は

神父に仕えました。

せ       と     わき   きょう  かい     どう   あと

潜伏キリシタンのお墓
舟森集落の潜伏キリシタンのお墓です。見

た目はお寺にあるお墓と変わりませんが、埋

めた時の体の向きが逆になっています。

瀬戸脇教会堂跡

瀬戸脇教会堂（１９６７年以前）

1881年、舟森集落で最初の教

会堂が建てられた場所です。現

在、教会堂は残っていません。

神父が暮らしていた建物が、小

値賀島でカトリック小値賀教会

として使われています。

野首集落跡

潜伏キリシタンの指導者屋敷跡・初代野首教会堂跡
野首集落の潜伏キリシタンの指導者が暮らしていた屋敷の跡地です。キリスト教を信じることができるよ

うになった後の1882年には、野首集落で最初の教会堂が建てられました。

し     どう    しゃ      や      しき    あとせん    ぷく

きゅう  の     くび    きょう  かい

あ

し     どう    しゃ      や      しき    あと

つか

せん    ぷく

しょ    だい      の      くび   きょう  かい    どう    あと

旧野首教会
1908年に建てられた3代目の教会堂です。鉄川

與助が、信徒のキビナコ漁で貯めたお金を使って

建てました。

1971年、最後のミサが行われた後、建物は荒れて

いきましたが、小値賀町が修理した結果、1989

年、長崎県の有形文化財に指定されました。

の　　　　ざき　　 しゅう　　　らく　　  あと

の　　　  くび　　  しゅう　　　らく　　  あと

ふな         もり　　  しゅう　　　らく　　  あと

現在の舟森集落跡

昭和30年代の舟森集落

神官さんは、野崎島の人たちが

集団で島の外に引っ越してしまった後も

2001年まで神社を守って

いたんだよ。

ゆう けい ぶん  か  ざい
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