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資
料
見
聞

茶ち
ゃ

運は
こ

び
人
形

 　
「
人
形
の
持
て
居
る
茶ち

ゃ

臺だ
い

の
う

ゑ
に
ち
ゃ
わ
ん
を
置
け
ば
人
形
向

ふ
へ
行
く　

茶
碗
を
取
れ
ば
行
き

止
る　

ま
た
茶
わ
ん
を
お
け
ば
あ

と
へ
見
か
へ
り
て
元
の
所
へ
も
ど

る
也　

其
内
か
ら
く
り
の
次
第
左

の
ご
と
し
」

　

細
川
半
蔵
著
『
機き

巧こ
う

図ず

彙い

』
上

巻
の
冒
頭
に
は
茶
運
び
人
形
の
動

き
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　

現
在
、
当
館
蔵
の
茶
運
び
人
形

は
中
の
機
構
部
分
の
傷
み
に
よ
り

動
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、

復
元
さ
れ
た
茶
運
び
人
形
の
動
き
は
『
機
巧

図
彙
』
に
書
か
れ
た
と
お
り
で
、
往
時
の
動

き
を
再
現
し
て
く
れ
ま
す
。

　

ぜ
ん
ま
い
を
回
し
、
人
形
の
手
の
上
の
茶

托
に
茶
碗
を
載
せ
る
と
、
そ
の
重
み
で
行ぎ

ょ
う

司じ

輪わ

に
か
か
っ
て
い
た
ス
ト
ッ
パ
ー
の
棒
が
外

れ
て
歯
車
が
回
転
し
、
首
を
少
し
振
り
な
が

ら
袴
の
下
か
ら
見
え
る
足
先
を
上
下
さ
せ
、

そ
ろ
り
そ
ろ
り
と
歩
み
を
進
め
ま
す
。
お
客

に
お
茶
を
差
し
上
げ
た
あ
と
、
向
き
を
変
え

て
元
の
場
所
へ
返
っ

て
き
ま
す
。

  

右
の
写
真
の
茶
運

び
人
形
は
細
川
半
蔵

頼
直
作
と
伝
わ
る
も

の
で
す
。
半
蔵
は
寛

延
（
一
七
四
八
～

一
七
五
〇
）の
こ
ろ
、

土
佐
藩
長
岡
郡
西
野

地
村
上
末
松
の
郷
士
の
家
に
生
ま
れ
、儒
学
・

天
文
学
等
を
学
び
、
江
戸
に
て
幕
府
の
改
暦

の
仕
事
に
も
加
わ
り
ま
し
た
。『
機
巧
図
彙
』

を
著
し
ま
し
た
が
、
そ
の
刊
行
を
見
届
け
る

こ
と
な
く
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）、
こ
の

世
を
去
っ
て
い
ま
す
。

　
『
機
巧
図
彙
』
の
図
と
比
べ
る
と
当
館
蔵

の
茶
運
び
人
形
の
調
速
部
は
後
方
に
あ
り
、

ま
た
前
輪
の
仕
組
み
も
異
な
っ
て
い
ま
す
。

『
機
巧
図
彙
』
に
「
ぜ
ん
ま
い
は
鯨
の
ひ
れ

に
て
造
る
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
人

形
の
ゼ
ン
マ
イ
は
失
わ
れ
て
い
て
、
肩
部
分

の
腕
の
戻
し
バ
ネ
に
鯨
の
ヒ
ゲ
が
残
っ
て
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曽
我
）

復元された茶運び人形の内部機構   
スタジオぎえもん製作

伝 細川半蔵作　茶運び人形（当館蔵）
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今
夏
、
当
館
で
は
企
画
展
「
復
元
！
か
ら

く
り
の
世
界
」
を
開
催
し
、
現
代
の
ロ
ボ
ッ

ト
工
学
に
も
通
じ
る
と
い
わ
れ
る
江
戸
時
代

の
技
術
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
く
機
会

と
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
展
示
で
は
土

佐
藩
出
身
の
細
川
半
蔵
が
著
し
た
『
機き

巧こ
う

図ず

彙い

』
を
も
と
に
復
元
さ
れ
た
か
ら
く
り
人
形

を
中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。
展
示
す
る
か
ら

く
り
人
形
は
現
代
の
か
ら
く
り
人
形
師
、
半は

ん

屋や

春は
る

光み
つ

さ
ん
が
製
作
し
た
も
の
で
す
。
半
屋

さ
ん
の
工
房
で
か
ら
く
り
の
こ
と
、
今
回
の

展
示
会
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

◆
半
屋
さ
ん
は
ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
か
ら

く
り
人
形
に
出
会
っ
た
の
で
す
か
？
ま
た
、

い
つ
か
ら
か
ら
く
り
人
形
製
作
に
取
り
組
ん

で
お
ら
れ
ま
す
か
？

企画展
　

復
元
！ 

か
ら
く
り
の
世
界

　
　
　
　
　
　

―
現
代
の
か
ら
く
り
人
形
師 

半
屋
春
光
氏
に
聞
く
―

会
期　

平
成
21
年
８
月
１
日
（
土
）
～
平
成
21
年
８
月
31
日
（
月
）　

聞
き
手
・
主
任
学
芸
員　

曽
我
満
子

　

立
川
昭
二
さ
ん
の
著
書
『
か
ら
く
り
』
に

紹
介
さ
れ
て
い
た
『
機
巧
図
彙
』
を
昭
和

四
〇
年
代
後
半
に
読
ん
だ
の
が
き
っ
か
け
で

す
。
こ
の
本
に
出
会
う
前
は
西
洋
の
か
ら
く

り
人
形
、
オ
ー
ト
マ
タ
に
興
味
が
あ
り
ま
し

た
。
オ
ー
ト
マ
タ
の
作
家
が
日
本
に
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
資
料
を
集
め
て
い
る
う
ち
に

『
機
巧
図
彙
』
に
出
会
い
、
江
戸
時
代
の
日

本
に
か
ら
く
り
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
継

承
さ
れ
な
い
で
失
わ
れ
た
技
術
で
あ
る
こ
と

を
知
り
、
そ
の
途
絶
え
た
か
ら
く
り
の
技
術

の
水
準
を
自
分
の
手
で
確
か
め
た
い
と
思
っ

た
か
ら
で
す
。

　

こ
の
道
に
入
る
ま
で
は
通
産
省
（
現
在
は

経
済
産
業
省
）
の
工
業
技
術
院
の
研
究
所
に

勤
務
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
戦
後
ゼ

ロ
に
な
っ
た
分
野
の
技
術
開
発
を
国
が
率
先

し
て
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
私
は
機

械
試
験
場
で
摩
擦
溶
接
の
研
究
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。

　

私
は
群
馬
県
の
生
ま
れ
で
幼
い
頃
、
水
車

や
精
米
所
の
ベ
ル
ト
が
回
る
の
を
興
味
を

も
っ
て
見
て
い
ま
し
た
。
と
に
か
く
回
る
も

の
が
好
き
で
し
た
。
今
思
え
ば
子
ど
も
の
こ

ろ
に
受
け
た
印
象
が
そ
の
後
の
人
生
を
決
め

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
子
ど
も
に
と
っ

て
例
え
ば
お
も
ち
ゃ
を
壊
し
て
中
を
見
る
な

ど
は
有
意
義
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。

◆
こ
れ
ま
で
お
作
り
に
な
っ
た
人
形
の
数
、

種
類
は
ど
の
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
？

　

千
体
に
は
な
る
と
思
い
ま
す
。『
機
巧
図

彙
』
に
載
っ
て
い
る
人
形
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
か
ら
く
り
人
形
も
製
作

し
て
い
ま
す
。

◆
か
ら
く
り
の
魅
力
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

　

ど
の
よ
う
な
仕
組
み
で
な
ぜ
動
く
の
か
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
モ
ノ
を
作
っ
た

時
の
達
成
感
は
何
も
の
に
も
代
え
難
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。

◆
半
屋
さ
ん
ご
自
身
は
高
知
県
と
の
関
わ
り

は
お
あ
り
で
す
か
？

　

高
知
は
時
代
を
超
え
た
師
匠
と
も
い
う
べ

き
細
川
半
蔵
の
出
身
地
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

◆
こ
ち
ら
の
工
房
で
は
何
人
の
方
が
お
仕
事

を
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
部
品
ご
と
に
役
割
分

担
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

大
き
く
分
け
て
人
形
の
衣
装
専
門
の
職
人
、

人
形
の
頭
を
作
る
職
人
、
内
部
の
構
造
を
作

る
職
人
と
三
人
は
必
要
で
す
。

◆
『
機
巧
図
彙
』
は
ど
う
い
う
意
図
で
書
か

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
か
？

　

細
川
半
蔵
は
理
学
の
知
識
を『
機
巧
図
彙
』

半屋春光氏　工房内にて

細川半蔵著『機巧図彙』 日本最古の機械工学書

半屋さんによって復元された品玉人形

茶運び人形の機構を見せていただきました。
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で
解
説
し
、
い
わ
ば
当
時
の
科
学
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。
九
州
久
留
米
出
身
の
田
中
久

重
、
金
沢
の
大
野
弁
吉
は
半
蔵
よ
り
後
の
生

ま
れ
で
『
機
巧
図
彙
』
を
読
み
、
そ
の
影
響

を
受
け
た
の
は
間
違
い
な
く
、
か
ら
く
り
の

啓け
い

蒙も
う

書
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

◆
当
館
に
細
川
半
蔵
作
と
伝
わ
る
人
形
と
時

計
が
あ
り
ま
す
が
、
全
国
に
も
半
蔵
作
と
伝

わ
る
も
の
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
。

　

あ
く
ま
で
「
伝
」
で
あ
り
、
製
作
者
の
サ

イ
ン
な
ど
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
な
ん
と
も

い
え
ま
せ
ん
。
旧
家
で
古
い
か
ら
く
り
人
形

が
大
事
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
噂
を
き

い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

◆
『
機
巧
図
彙
』
を
読
み
解
い
て
、
そ
の
通

り
に
人
形
は
作
れ
ま
し
た
か
？

　

お
か
し
い
と
思
う
部
分
も
あ
り
ま
し
た
。

図
面
の
補
正
は
必
要
で
す
。
試
行
錯
誤
の
う

え
、『
機
巧
図
彙
』
は
書
か
れ
た
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
人
形
の
首
を
動
か
す
紐
を
『
機
巧
図

彙
』
の
と
お
り
に
取
り
つ
け
る
と
す
ぐ
に
磨

り
切
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
脚
部
分
も
『
機
巧

図
彙
』
の
と
お
り
に
付
け
る
と
外
股
歩
き
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
機
構
は『
機
巧
図
彙
』

の
ま
ま
で
よ
い
と
し
て
も
細
か
な
部
分
で
は

修
正
も
必
要
で
す
。
設
計
図
と
し
て
完
璧
で

な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

◆
江
戸
時
代
に
機
構
部
分
を
作
る
道
具
は
ど

ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

手
で
作
っ
た
の
か
、
機
械
で
作
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
今
の
よ
う
な
機
械

は
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
手
で
作
る
と
す
れ
ば

ど
の
よ
う
な
方
法
で
作
っ
た
の
か
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
例
え
ば
歯
車
を
全
て

手
作
業
で
作
る
と
な
る
と
と
て
も
難
し
い
作

業
で
す
。
和
時
計
に
つ
い
て
は
手
作
業
で

作
っ
た
痕
跡
が
あ
り
ま
す
。
目
で
見
て
も
厚

さ
が
変
化
し
て
い
た
り
と
く
せ
が
あ
り
、
道

具
も
工
夫
し
な
が
ら
作
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　

歯
車
を
六
〇
に
分
割
す
る
な
ど
は
定
規
を

使
っ
て
江
戸
時
代
の
技
術
で
充
分
可
能
で
し

た
。
丸
を
分
割
し
た
の
ち
に
彫
っ
て
い
っ
て

歯
車
を
つ
く
る
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
ピ
ン

を
埋
め
込
ん
で
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
形
で
作
る

と
非
常
に
か
み
合
い
が
よ
い
で
す
。
の
ち
に

伊い

能の
う

忠た
だ

敬た
か

が
量り

ょ
う

程て
い

車し
ゃ

（
道
程
を
測
る
道
具
）

を
作
る
時
に
こ
の
歯
型
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
提ち

ょ
う

灯ち
ん

歯
車
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

で
す
。
現
代
に
も
通
じ
る
技
法
で
す
。
わ
た

し
は
単
な
る
復
元
で
は
な
く
、
時
代
性
に

沿
っ
た
形
で
復
元
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

◆
半
蔵
は『
機
巧
図
彙
』を
著
し
て
世
の
人
々

に
何
を
知
ら
せ
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す

か
？

　
『
機
巧
図
彙
』
は
三
版
も
さ
れ
て
い
て
当

時
と
し
て
は
大
変
な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
す
。

『
機
巧
図
彙
』
の
二
二
年
前
に
『
解
体
新
書
』

が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
証
的
な
考
え
、

探
求
心
は
止
め
よ
う
が
な
く
、
半
蔵
は
そ
う

い
う
こ
と
を
書
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
本
質
を
詳つ

ま
び

ら
か
に
し
た
い
一
心
で

書
い
た
の
で
し
ょ
う
。
最
初
に
書
い
た
の
は

上
下
の
二
巻
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
時
計

の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
か
ら
く
り
に
つ
い
て

は
書
け
な
い
か
ら
後
か
ら
首し

ゅ

巻か
ん

と
し
て
時
計

の
と
こ
ろ
を
付
け
加
え
て
書
い
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

◆
か
ら
く
り
人
形
師
の
お
立
場
か
ら
今
回
の

展
示
会
開
催
の
意
義
に
つ
い
て
お
話
く
だ
さ

い
。

　

か
ら
く
り
人
形
は
自
動
化
さ
れ
た
人
形
と

い
う
こ
と
で
現
代
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
通
じ
る
と

い
う
見
方
が
あ
り
ま
す
。
で
も
ち
ょ
っ
と
原

点
に
返
っ
て
、
人
間
は
な
ぜ
人
形
を
作
る
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
く
だ

さ
い
。
最
初
は
神
の
意
思
を
う
か
が
う
た
め
、

災
い
を
人
形
に
封
じ
込
め
て
人
が
幸
福
に
な

り
た
い
が
た
め
に
人
形
を
作
り
ま
し
た
。
次

の
段
階
で
は
人
形
が
動
い
た
方
が
よ
り
神
の

意
思
を
伝
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
う

ち
荒
ぶ
る
神
を
鎮
め
、
次
に
芸
能
化
し
、
だ

ん
だ
ん
見
せ
物
的
に
な
り
お
祭
り
に
も
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
来
、
人
形
は

神
聖
な
世
界
の
も
の
で
し
た
。
飛
騨
高
山
や

名
古
屋
の
山だ

車し

か
ら
く
り
は
そ
の
名
残
を
と

ど
め
る
も
の
で
し
ょ
う
。
次
に
手
動
か
ら
自

動
の
段
階
へ
と
進
み
ま
す
。
そ
れ
が
人
形
に

対
し
て
神
聖
な
も
の
か
ら
世
俗
的
な
も
の
へ

と
人
々
の
意
識
に
変
化
を
起
こ
し
ま
し
た
。

『
機
巧
図
彙
』
に
は
か
ら
く
り
人
形
に
つ
い

て
「
も
て
あ
そ
ぶ
も
の
」
と
い
う
記
述
が
あ

り
ま
す
。
技
術
の
変
化
が
人
々
の
精
神
世
界

の
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
に
か
ら
く
り
人
形
が
よ
く
い
わ
れ
る

「
ロ
ボ
ッ
ト
の
原
点
」
と
い
う
点
。
人
に
お

茶
を
出
す
と
い
う
の
は
人
と
機
械
が
や
り
と

り
を
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
と
て
も
日
本
的

な
発
想
で
す
。
以
前
、フ
ラ
ン
ス
の
新
聞「
リ

ベ
ラ
シ
オ
ン
」
が
ロ
ボ
ッ
ト
特
集
を
組
ん
だ

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
人
は
な
ぜ
、
人

半屋さんの工房内の工作機械

製作中の歯車
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の
形
を
し
た
人
形
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
日
本

人
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
す
る
思
い
入
れ
は
あ
る

の
か
？
と
い
う
点
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
ま

し
た
。

◆
展
示
で
は
半
屋
さ
ん
が
復
元
さ
れ
た
か
ら

く
り
人
形
の
う
ち
、
ど
の
よ
う
な
か
ら
く
り

人
形
が
出
品
さ
れ
ま
す
か
？

　

半
蔵
が
『
機
巧
図
彙
』
に
記
載
し
た
か
ら

く
り
人
形
の
復
元
品
を
主
に
展
示
し
ま
す
。

そ
れ
と
時
計
、
私
の
工
房
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
製

作
し
た
か
ら
く
り
人
形
、
機
構
部
品
な
ど
で

す
。

◆
今
回
の
展
示
の
見
所
は
ど
の
よ
う
な
と
こ

ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

　

今
回
の
展
示
で
は
ガ
ラ
ス
越
し
に
展
示
資

料
を
見
る
の
み
で
な
く
、
観
覧
者
が
実
際
に

触
っ
て
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
等
を
理
解
し
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
か
ら
く
り
人
形
に

は
鯨
ヒ
ゲ
が
使
わ
れ
て
い
て
、
材
質
か
ら
ま

た
違
っ
た
方
向
へ
興
味
が
広
が
っ
て
く
れ
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
知
識
も
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。
高
知
の
子
ど
も
た
ち
も

人
形
を
自
分
た
ち
で
作
っ
て
み
る
と
、
ど
う

い
う
木
を
使
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
木
の
堅

さ
・
軟
ら
か
さ
か
ら
木
の
種
類
へ
と
興
味
が

広
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

土
佐
に
於
け
る
細
川
半
蔵
と
同
じ
く
、
福

岡
県
久
留
米
市
で
田
中
久
重
を
知
っ
て
い
る

か
と
い
う
と
そ
ん
な
に
地
元
で
知
名
度
は
高

く
あ
り
ま
せ
ん
。
展
示
会
を
通
じ
て
地
域
振

興
に
も
貢
献
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

  

そ
れ
と
今
日
の
環
境
問
題
。
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
制
御
が
い
か
に
重
要
か
、
そ
の
シ
ス
テ
ム

を
い
か
に
作
る
か
と
い
う
ヒ
ン
ト
を
か
ら
く

り
は
与
え
て
く
れ
ま
す
。
半
蔵
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
止
め
た
い
も
の
で
す
。

か
ら
く
り
に
貢
献
し
た
半
蔵
た
ち
古

い
に
し
え

の
人
を

単
に
す
ご
い
で
終
わ
ら
せ
ず
、
そ
の
知
恵
に

学
ん
で
未
来
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。
私
は
技
術
・
知
識
・
そ
の
背

景
に
あ
る
も
の
を
正
し
く
受
け
継
ぎ
未
来
に

活
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
今
回
の
展
示
会

な
ど
で
博
物
館
と
も
連
携
し
有
効
に
広
く
情

報
発
信
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

◆
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
お
話
く

だ
さ
い
。

　
「
か
ら
く
り
人
形
の
復
元
に
つ
い
て
」
や

「
半
蔵
の
か
ら
く
り
」
な
ど
が
テ
ー
マ
に
な

る
予
定
で
す
。
メ
ン
バ
ー
で
す
が
、
日
本
設

計
工
学
会
の
分
科
会
か
ら
出
発
し
た
日
本
メ

カ
ニ
ズ
ム
ア
ー
ツ
研
究
会
の
方
々
に
お
話
い

た
だ
き
ま
す
。
大
学
の
理
工
系
の
先
生
方
、

企
業
の
技
術
者
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か

ら
お
話
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
ら
く
り

を
設
計
工
学
の
立
場
か
ら
解
析
し
、
誰
も
が

か
ら
く
り
を
理
解
で
き
る
情
報
交
換
会
と
し
、

「
か
ら
く
り
」
を
学
問
に
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
と
し
た
い
で
す
。

◆
「
か
ら
く
り
人
形
芝
居
」
の
内
容
に
つ
い

て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

竹
田
近お

う

江み

の
か
ら
く
り
人
形
芝
居
の
再
現

と
な
り
ま
す
。
完
全
復
元
で
は
な
く
て
、
お

囃は
や

子し

と
語
り
は
省
略
し
た
も
の
で
す
。
簡
単

に
い
え
ば
時
代
設
定
の
な
か
で
か
ら
く
り
人

形
が
出
て
く
る
と
い
う
も
の
で
す
。
五
場
面

に
分
か
れ
て
、
①
安
土
桃
山
時
代
の
設
定
で
、

秀
吉
の
黄
金
の
茶
室
の
中
で
松
王
丸
と
い
う

茶
運
び
人
形
が
利
休
を
接
待
す
る
。
②
か
ら

④
は
唐か

ら

子こ

の
三
兄
弟
が
登
場
し
、
②
は
長
男

が
段
返
り
、
③
は
品
玉
人
形
の
次
男
、
④
は

三
男
が
涼り

ょ
う

風ふ
う

車し
ゃ

を
回
す
、
⑤
明
治
時
代
の
ハ

イ
カ
ラ
人
形
が
女
学
校
へ
通
う
、
と
い
う
も

の
で
す
。
詳
細
は
当
日
ま
で
の
お
楽
し
み
と

い
う
こ
と
で
。

◆
「
か
ら
く
り
人
形
を
作
ろ
う
」
で
は
何
を

素
材
に
ど
の
よ
う
な
人
形
を
作
る
の
で
し
ょ

う
か
？

　

私
が
開
発
し
た
「
ス
イ
マ
ー
人
形
」
を
作

り
ま
す
。
材
料
は
木
と
紐
で
す
。
加
工
済
み

の
パ
ー
ツ
を
ご
用
意
し
ま
す
の
で
、
組
み
立

て
る
の
が
主
な
作
業
に
な
り
ま
す
。
保
護
者

の
方
と
ご
一
緒
な
ら
ば
小
学
校
一
年
生
く
ら

い
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

◆
「
か
ら
く
り
人
形
の
動
き
を
見
て
み
よ

う
！
」
で
は
ど
の
よ
う
な
人
形
が
登
場
し
ま

す
か
？

　

茶
運
び
人
形
、
段
返
り
人
形
、
品
玉
人
形
、

ス
イ
マ
ー
人
形
の
予
定
で
す
。
脚
と
頭
の
機

構
、
転
回
の
模
型
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
制
御
の

模
型
な
ど
も
解
説
し
な
が
ら
約
二
五
分
間
で

す
。

◆
日
本
人
と
モ
ノ
づ
く
り
と
い
う
視
点
で
見

る
と
半
蔵
の
生
き
た
江
戸
時
代
は
ど
う
い
う

時
代
だ
と
思
い
ま
す
か
？

　

半
蔵
が
生
き
た
時
代
は
、
ロ
シ
ア
の
ラ
ク

ス
マ
ン
来
航
な
ど
外
国
か
ら
の
泰
平
を
破
る

動
き
の
あ
っ
た
時
代
で
す
。
そ
れ
よ
り
前
の

徳
川
吉
宗
の
時
代
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
書
物
も

さ
か
ん
に
入
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
蘭
学
な

ど
西
洋
の
新
し
い
文
化
に
触
れ
る
と
も
う

人
々
の
興
味
の
流
れ
は
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

日
本
が
実
証
主
義
の
時
代
に
進
み
始
め
、
科

学
的
な
も
の
に
目
が
開
か
れ
た
時
代
で
し
た
。

航
海
術
や
医
学
に
お
い
て
も
そ
う
で
し
た
。

物
と
し
て
作
り
、
物
事
の
本
質
を
知
り
た
い

と
い
う
思
い
が
わ
き
上
が
っ
て
き
た
時
代
で

す
。
そ
し
て
ま
さ
に
中
世
か
ら
近
代
へ
の
架

け
橋
と
な
っ
た
時
代
で
す
。
江
戸
時
代
の
前

期
は
中
世
の
名
残
を
留
め
て
い
た
が
、
江
戸

時
代
の
後
半
に
な
る
と
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま

ま
で
は
い
ら
れ
な
く
て
、
近
代
へ
の
用
意
を

始
め
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

ワクワクワーク「からくり人形を作ろう」で
作るスイマー人形です。
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今
年
の
秋
、
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

で
文
化
庁
が
主
催
す
る
巡
回
展
「
発
掘
さ
れ

た
日
本
列
島
２
０
０
９
」
展
が
開
催
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
展
示
会
は
、「
近

年
の
全
国
各
地
で
注
目
さ
れ
る
発
掘
調
査
の

成
果
を
広
く
公
開
し
、
多
く
の
皆
様
に
埋
蔵

文
化
財
に
つ
い
て
の
理
解
を
一
層
深
め
て
い

た
だ
く
こ
と
を
目
的
」
と
し
て
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。
展
示
は
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館

（
六
月
二
〇
日
～
八
月
二
日
）
を
皮
切
り
に
、

大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
（
八
月
一
三
日

～
九
月
二
三
日
）、
そ
し
て
一
〇
月
三
日
か

ら
一
一
月
九
日
に
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料

館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
中
国
・
四
国
・
九
州

地
域
で
の
開
催
は
高
知
県
の
み
と
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
栃
木
県
の
さ
く
ら
市
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム

－

荒
井
寛
方
記
念
館

－

（
一
一
月
二
〇
日

～
一
二
月
二
七
日
）、
愛
知
県
の
安
城
市
歴

史
博
物
館
（
平
成
二
二
年
一
月
一
六
日
～
二

月
二
八
日
）
と
巡
回
し
て
い
き
ま
す
。

  

江
戸
東
京
博
物
館
で
は
、
展
示
作
業
が
六

月
中
旬
よ
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
展
示
準

備
の
会
場
に
当
館
か
ら
も
学
芸
員
が
資
料
の

確
認
作
業
の
為
に
参
加
し
ま
し
た
。
展
示
会

場
の
空
気
は
、
貴
重
な
資
料
群
約
六
〇
〇
点

の
展
示
と
検
認
作
業
で
張
り
つ
め
て
い
ま
し

た
。
そ
の
な
か
か
ら
貴
重
な
資
料
を
い
く
つ

か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

  

二
〇
〇
七
年
に
長
野
県
中
野
市
柳や

な
ぎ

沢さ
わ

遺
跡

で
弥
生
時
代
中
期
後
半
～
後
期
の
青
銅
器
の

銅
戈
と
銅
鐸
を
埋
納
し
た
遺
構
が
発
見
さ
れ

ま
し
た
。
銅
戈
が
七
本
、
銅
鐸
一
個
が
み
つ

両面人物埴輪の頭部（二つの顔をもつ人物埴輪）　大日山35号墳　
和歌山県教育委員会蔵

か
り
ま
し
た
。
青
銅
器
を
埋
納
し
た
最
も
東

の
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
柳

沢
遺
跡
か
ら
は
銅
戈
二
本
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

中
・
四
国
で
は
初
め
て
の
公
開
と
な
り
ま
す
。

北
信
濃
の
弥
生
の
世
界
に
触
れ
る
機
会
で
す
。

   

古
墳
時
代
で
は
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
の

特
別
史
跡
岩い

わ

橋せ

千せ
ん

塚づ
か

古
墳
群
大だ

い

日に
ち

山や
ま

三
五
号

墳
（
六
世
紀
前
半
）
か
ら
、
表
と
裏
の
顔
を

も
つ
埴
輪
が
や
っ
て
き
ま
す
。
オ
モ
テ
の
顔

と
ウ
ラ
の
顔
、
ま
あ
人
生
い
ろ
い
ろ
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
顔
あ
な
た
は
ど
う
み
ま
す
か
。

他
に
翼
を
広
げ
た
鳥
形
埴
輪
も
や
っ
て
き
ま

す
。
翼
を
大
き
く
広
げ
た
埴
輪
は
珍
し
い
も

の
で
す
。
翼
は
約
二
五
㎝
、
幅
二
二
㎝
位
で

す
。
鷹
と
も
み
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
に
か

わ
い
ら
し
い
顔
で
す
。

  

さ
て
、
次
は
中
世
の
資
料
か
ら

一
つ
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
今
、
大

河
ド
ラ
マ
で
「
天
地
人
」
が
放
映

さ
れ
て
い
ま
す
。
上
杉
謙
信
没
後

の
後
継
者
を
め
ぐ
る
問
題
で
御お

館た
て

の
乱
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が
新
潟

県
妙
高
市
の
史
跡
鮫さ

め

ヶが

尾お

城
跡
で

す
。
景
虎
終
焉
の
地
か
ら
、
こ
ん

な
も
の
が
出
土
す
る
と
は
思
い
も

文
化
庁
主
催

　
秋
の
特
別
展

中
・
四
国
、
九
州
で
は
、
高
知
の
み
で
開
催

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
焼
け
て
黒
く
な
っ
て
お

り
、
布
目
圧
痕
も
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

炭
化
し
た
お
握
り
な
の
で
す
。
五
～
九
㎝
く

ら
い
の
大
き
さ
で
す
。
最
後
に
振
る
舞
わ
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

  

平
城
遷
都
一
三
〇
〇
年
を
迎
え
る
に
あ
た

り
復
原
さ
れ
た
巨
大
な
金
色
の
鴟し

尾び

も
登
場
、

せ
ん
と
く
ん
も
登
場
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
本
）

特別史跡平城宮跡 第一次大極殿
発掘調査の成果

文化庁主 

催

あ た ら し い 日 本 の 姿 、発 見 ！

「
発
掘
さ
れ
た

日
本
列
島
２
０
０
９
」
の
ご
案
内

 

開
催
期
間
10
月
3
日（
土
）～
11
月
9
日（
月
）

炭化お握り　鮫ヶ尾城跡　妙高市教育委員会蔵
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学芸員の机から
学
芸
員
の
机
か
ら

魅
力
的
な
兜
の
世
界

考
古

歴
史

民
俗

　

岡
豊
山
に
古
墳
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
場
所
は
、
碑
の

建
っ
て
い
る
四
ノ
段
南
西
部
で
す
。
碑
の
建
立
さ
れ
て
い
る

部
分
は
マ
ウ
ン
ド
状
を
な
し
、
石
が
露
頭
し
て
い
ま
す
。
古

墳
の
石
室
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
石
は
、
碑
の
工
事
で
ど
こ
か

に
片
付
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
岡
豊
城
築

城
時
に
す
で
に
一
部
古
墳
は
壊
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
。
公
園
化

さ
れ
る
前
の
岡
豊
城
跡
の
姿
は
、
ど
の
よ
う
な
様
相
を
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
左
に
掲
載
し
た
写
真
は
、
大
正
一
一

年
（
一
九
二
二
）
八
月
の
書
き
込
み
の
あ
る
写
真
で
す
。
土

佐
・
郷
土
史
の
父
と
呼
ば
れ
る
寺
石
正
路
の
写
真
集
の
中
に

貼
ら
れ
て
い
た
貴
重
な
写
真
で
す
。
南
か
ら
撮
影
し
た
も
の

で
す
が
、
全
体
が

撮
影
さ
れ
て
い
な

い
の
が
、
少
し
残

念
で
す
。
岡
豊
山

の
様
子
を
よ
く
留

め
て
い
る
写
真
で

す
。
岡
豊
山
に
は

木
が
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
そ
し
て
、

右
の
山
下
腹
に
既

に
畑
が
作
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
写
真
も

岡
豊
山
の
歴
史
を

伝
え
る
貴
重
な
証

人
で
す
。（
岡
本
）

　

中
世
の
古
文
書
が
専
門
の
私
で
す
が
、
近
頃
本
業
を
脇
に

お
い
て
、様
々
な
分
野
に
手
を
染
め
て
い
ま
す
。昨
年
の「
鰹
」

に
は
じ
ま
っ
て
、「
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
」、「
絵
葉
書
」、「
幕
末

の
志
士
」
と
、
め
ま
ぐ
る
し
く
調
査
対
象
を
変
え
た
挙
げ
句
、

本
年
は
「
兜
」
と
い
う
訳
で
す
。

　

兜
展
で
は
、（
社
）
日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
広
島
県

支
部
の
出
崎
智
晴
氏
に
手
取
り
足
取
り
兜
の
見
方
を
教
わ
り

ま
し
た
。
実
に
奥
深
い
世
界
で
、
こ
れ
ま
で
当
た
り
前
の
様

に
展
示
し
て
き
た
当
館
所
蔵
の
兜
な
ど
も
、
漆
の
色
や
、
飾

り
金
具
の
デ
ザ
イ
ン
、
眉ま
び

庇さ
し

の
角
度
等
に
注
目
し
て
見
直
し

て
み
る
と
、
目
か
ら
鱗う
ろ
こ

。
い
く
ら
で
も
新
し
い
ポ
イ
ン
ト
が

あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。　

　

一
番
驚
い
た
の
は
、
長
宗
我
部
信
親
所
用
と
い
わ
れ
る
兜

が
鉄
製
で
は
な
く
、
練ね
り

革か
わ

製
だ
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
元
親
所

用
と
伝
わ
る
鉄
黒
漆
塗
兜
の
内
眉
庇
に
は
、
実
は
朱し
ゅ

漆う
る
し

が
か

か
っ
て
い
た
こ
と
に
も
仰
天
し
ま
し
た
。
視
点
を
変
え
る
こ

と
で
初
め
て
見
え
て
く
る
世
界
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。

　
（
野
本
）

　

ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
か
ら
メ
ー
ル
を
頂
い
た
時

は
正
直
驚
き
ま
し
た
。
四
月
三
〇
日
か
ら
五
月
三
日
ま
で
日

本
宗
教
文
化
セ
ン
タ
ー
が
主
催
で
陰
陽
道
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
く
の
で
参
加
し
ま
せ
ん
か
、と
い
う
の
で
す
。英
語
は
し
ゃ

べ
れ
な
い
し
、
長
時
間
の
飛
行
機
も
大
変
そ
う
。
で
も
開
催

趣
旨
を
読
む
と
、「
い
ざ
な
ぎ
流
」
に
大
き
な
関
心
が
集
ま
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

「
世
界
に
い
ざ
な

ぎ
流
を
伝
え
る
べ

き
だ
」
と
の
館
長

の
力
強
い
声
も
あ

り
、
参
加
決
定
と

な
り
ま
し
た
。

　

緊
張
し
な
が
ら

到
着
し
た
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
す
が
、

私
達
が
い
た
辺
り

は
落
ち
着
い
た
雰

囲
気
。
言
葉
の
問

題
も
日
本
人
得
意

の
団
体
行
動
で
ク

リ
ア
。
歴
史
の
あ

る
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、

日
本
と
海
外
の
研
究
者
十
三
人
が
密
度
濃
い
発
表
を
お
こ
な

い
、
連
日
熱
心
な
議
論
が
続
き
ま
し
た
。
私
も
い
ざ
な
ぎ
流

の
ビ
デ
オ
上
映
を
お
こ
な
い
、
天
の
神
に
関
し
て
発
表
し
ま

し
た
。

　

外
国
の
方
が
「
い
ざ
な
ぎ
流
」
を
ネ
タ
に
議
論
し
て
い
る

の
は
不
思
議
な
気
分
で
し
た
。
い
ざ
な
ぎ
流
研
究
も
い
よ
い

よ
国
際
的
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。（
梅
野
）

岡お
こ

豊う

山
の
遺
跡

　
　
③
岡
豊
山
古
墳
の
発
見

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

　
　
　
陰
陽
道
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

伝 福留半右衛門所用
（『大津村史』より転載）

岡豊城跡　大正11年

十
年
前
か
ら
ず
っ
と
探
し
て
い
る
兜
で
す
。
所
蔵
先
等
を
知
っ

て
い
る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
是
非
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
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好
評
、
出
張
体
験
学
習

　

二
〇
〇
二
年
に
総

合
的
な
学
習
の
時
間

が
導
入
さ
れ
た
の

を
き
っ
か
け
と
し
て
、

近
年
、
学
校
教
育
の

中
で
博
物
館
施
設
が

積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
高
知
県
立
歴
史

民
俗
資
料
館
に
も
、
毎
年
た
く
さ
ん
の
学
校
団
体
が
来
館
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
時
間
的
・
距
離
的
に
遠
く
、
来
館
が
困
難
な
学
校
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
こ
の
春
「
出
張
体
験
学
習
・
出
張
授
業
」
の
ご
案
内
を

県
内
の
小
中
学
校
に
送
付
し
ま
し
た
。
当
館
職
員
が
希
望
、
依
頼
の
あ
っ
た
学
校
に
資
料

や
道
具
を
持
参
し
、
体
験
学
習
の
指
導
・
協
力
を
行
う
も
の
で
す
。
わ
ず
か
、
二
週
間
の

間
に
社
会
科
、
総
合
学
習
、
親
子
行
事
等
で
西
は
宿
毛
市
・
土
佐
清
水
市
か
ら
東
は
室
戸

市
、
地
元
の
南
国
市
、
高
知
市
周
辺
に
至
る
ま
で
の
二
〇
校
か
ら
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
り
ま

し
た
。
五
月
七
日
の
五
台
山
小
学
校
を
皮
切
り
に
出
張
授
業
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
①

火
お
こ
し
体
験
②
勾
玉
づ
く
り
③
昔
あ
そ
び
④
よ
ろ
い
か
ぶ
と
を
身
に
つ
け
よ
う
⑤
昔
の

く
ら
し
の
道
具
⑥
歴
史
学
習
の
共
同
授
業
が
主
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
周
辺
校
で
実

施
の
際
に
は
、
歴
民
館
の
カ
ル
チ
ャ
ー
サ
ポ
ー

タ
ー
の
方
々
の
支
援
を
頂
き
当
館
の
職
員
と
一

緒
に
学
習
の
指
導
・
補
助
を
お
こ
な
っ
て
い
ま

す
。

　

実
施
さ
れ
た
学
校
か
ら
は
、
体
験
的
な
学
習

を
通
し
て
実
物
資
料
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

児
童
・
生
徒
が
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
に
も
な

り
、
よ
り
学
習
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
好

評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
学
習
指
導
要
領
の
変
更
も
あ
り
、
学

校
か
ら
出
張
体
験
学
習
の
ニ
ー
ズ
は
、
増
加
し

て
ゆ
き
そ
う
で
す
。  　
　
　
　

     

（
寺
川
）

　

当
館
の
マ
ス
コ
ッ
ト
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

若
武
者
も
と
ち
か
君
が
、
着
ぐ
る
み
と
な
っ

て
登
場
し
ま
し
た
。
五
月
三
日
の
「
れ
き
み

ん
の
日
」
に
初
見
参
し
て
お
客
様
に
大
人
気

で
し
た
。
小
さ
な
お
子
さ
ん
か
ら
ご
年
配
の

方
ま
で
、
記
念
写
真
に
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
で
し

た
。

　

高
知
県
の
尾
㟢
知
事
を
表
敬
訪
問
し
、
忙

し
い
時
間
を
割
い
て
い
た
だ
い
た
知
事
と
戦

国
武
将
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
、
土
佐
の
長
宗
我

部
氏
を
全
国
区
に
し
ま
す
と
笑
顔
で
歓
談
し

ま
し
た
。

　

も
と
ち
か
君
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
外
に

出
て
行
っ
て
、
岡
豊
山
と
歴
民
館
に
お
客
様

に
お
い
で
て
い
た
だ
く
た
め
の
営
業
活
動
を

行
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。      　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
猪
野
）

事
業
課
通
信

動
く｢

若
武
者
も
と
ち
か
君｣

が
登
場
！

　

毎
年
春
の
桜
の
時
期
に
恒
例
と
な
っ
た
「
岡

豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
の
今
年
の
入
賞
者

が
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
ご
紹
介
を
し
ま
す
。

　

今
年
の
最
優
秀
作
品
は
、
い
の
町
の
片
岡
鷹

介
さ
ん
の
作
品
「
春
畝
（
し
ゅ
ん
ぽ
）
」
で
す
。

岡
豊
山
の
北
の
山
か
ら
桜
の
岡
豊
山
を
見
事
に

捕
ら
え
て
い
ま
す
。
手
前
に
畑
を
耕
す
ご
婦
人

を
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
の
ど
か
で
ど
こ
か
懐

か
し
い
風
景
を
思
い
起
こ
す
作
品
と
な
っ
て
い

ま
す
。
審
査
員
一
同
文
句
な
し
の
最
優
秀
作
品

と
な
り
ま
し
た
。
次
回
は
優
秀
作
品
二
点
を
ご

紹
介
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

（
猪
野
）

岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

入
賞
作
品

出張体験学習　高知市立九重小学校

ニ
ュ
ー
ス

れ
き
み
ん
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岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
68
号

平
成
二
一
年
七
月
一
日

編
集
・
発
行　

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

〒
783

－

0044　

南
国
市
岡
豊
町
八
幡
１
０
９
９

－

１

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
８
８(

８
６
２)

２
２
１
１

　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
８
８(

８
６
２)

２
１
１
０

開
館
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

休
館
日　

年
末
年
始
12
月
27
日
～
１
月
１
日　

　
　
　
　
　

臨
時
休
館
あ
り

観
覧
料　

通
常
期[

常
設
展]

大
人(

18
才
以
上)

　
　
　
　
　

450
円
・
団
体 (

20
人
以
上)

360
円

　
　
　
　
　
〔
企
画
展･

特
別
展
〕常
設
展
示
込
500
円

　
　
　
　
　

･

団
体(

20
人
以
上)

400
円

無　

料
：
高
校
生
以
下
、
高
知
県
及
び
高
知
市
長

寿
手
帳
所
持
者
、
療
育
手
帳･

身
体
障

害
者
手
帳･

障
害
者
手
帳･

戦
傷
病
者
手

帳･

被
爆
者
健
康
手
帳
所
持
者
と
そ
の

介
護
者
（
一
名
）  

　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
・
川
北
印
刷
株
式
会
社

http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/
Eメール：rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp

平成21年7月～9月の催し

長期休館のお知らせ
平成21年11月10日～
　　　　　　　　 平成22年３月20日
  展示室改修工事のため休館します。

臨時休館のお知らせ
平成21年６月22日～７月７日･９月27日～10月２日
特別展の資料搬入･搬出と収蔵庫燻蒸のため休館します。

特別展「発掘された日本列島 2009｣
2009年10月３日（土）～11月９日（月）

　文化庁主催の巡回展「発掘された日本列島2009」がこの秋
歴民館にやってきます！
　近年、重要な発見があった全国の20遺跡から約600点の出
土遺物が歴民館で展示されます。
　展示会場は３階総合展示室と１階企画展示室です。
　巡回展は、東京都・大阪府・高知県・栃木県・静岡県のみ
を巡回します。
    ぜひ、この秋は岡豊山に足をお運びください。

次 回 特 別 展 の 予 定

　　   復元! からくりの世界
　　　　　　　平成21年８月１日（土）～８月31日（月）
　土佐藩出身の細川半蔵が著した『機巧図彙』をもとに復元され

た茶運び人形、段返り人形
他、からくり人形の仕組み
についても歯車模型などを
展示。人形を動かしてその
動きを間近でご覧いただけ
るコーナーも設け、江戸時
代の技術の一端を体感して
いただけます。この夏休み
はぜひ歴民館へ。

｢からくりと高知の森林鉄道」
　8月1日（土）13:00～16:00
　講師：半屋春光氏（からくり人形師）他５名を予定。

　
｢からくり人形芝居」 
　８月２日（日）10:00～、13:00～、15:00～
　さまざまな時代設定のなかでからくり人形がその動きを見せま
す。人形のメカニズムについての解説もあります。

　
｢からくり人形の動きを見てみよう！」
　8月1・2・8・9・15・16・22・23・29・30日（土・日）
　14:00～14:30　
｢からくり人形を作ろう」
　８月22日（土）13:00～16:00
　木の部品と紐でスイマー人形を作ります。小学校中学年以下のお
子様は大人が付き添いください。
　※電話等で要予約（先着30名）
　参加費（観覧料込）一般2,500円、高校生以下2,000円
｢水鉄砲を作ろう」
　８月23日（日）10:00～12:00
　※電話等で要予約（先着30名）

毎月第三土曜日  11:00～13:00
申込要　参加費2,500円程度　
前月10日に申込受付開始
詳細はお問い合わせ下さい。

シンポジウム

公  演

企画
展

※電話等で要予約（先着80名）

※椅子席は電話等で要予約（各先着30名）

『高知県立歴史民俗資料館研究紀要』第17号　
　400円
『収蔵資料目録第14集 寺石正路関係資料目録Ⅲ
　考古分野　古鏡・拓本編』  400円

研究紀要･収蔵資料目録刊行しました

茶運び人形（右は機構模型）

ワクワクワーク

高知の食文化を味わう～食のこころ～

特別展

｢兜－もののふの美意識－｣
入館記念プレゼント
　　 ご当選おめでとうございます｡
兜展開催中にアンケートで申し込みされた
1,618名の中より１名様が決定!!驚異的な倍率
をはねのけ、見事兜を獲得されたのは、高知市
にお住まいの横山喜清さんでした。

当選者を選ぶ東敏夫氏(兜の提供者)と㈳日本甲
冑武具研究保存会広島県支部の皆さん(6/22)。


