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夢
の
か
ら
く
り

人
形
誕
生

　
昨
年
12
月
、仁
和
寺
町
の
工
房
で
一

体
の
か
ら
く
り
人
形
が
完
成
し
ま
し
た
。

「
琴
弾
き
人
形
」は
親
指
に
付
け
た
琴

爪
で
弦
を
は
じ
い
て
演
奏
。実
際
に
楽
器

を
奏
で
る
か
ら
く
り
人
形
は
世
界
初
で
、

制
作
し
た
東
野
進
さ
ん（
71
歳
）は「
江

戸
時
代
の
職
人
技
を
持
って
し
て
も
で
き

な
か
っ
た
夢
の
か
ら
く
り
で
す
」と
語
り

ま
す
。

　
東
野
さ
ん
は
26
歳
の
と
き
、骨
董
市
で

「
茶
運
び
人
形
」を
買
い
求
め
た
の
が
、

か
ら
く
り
人
形
と
の
出
会
い
で
し
た
。

　
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
活
躍
し
、〝
か

ら
く
り
儀
右
衛
門（
ぎ
え
も
ん
）〟と
呼

ば
れ
た
田
中
久
重（
ひ
さ
し
げ
）の
文
献

な
ど
で
独
学
。真
ち
ゅ
う
や
鯨
の
ひ
げ
で

作
ら
れ
た
ゼ
ン
マ
イ
を
動
力
に
、複
数
の

カ
ム
に
連
動
す
る
糸
で
複
雑
な
動
き
を

操
る
人
形
の
仕
掛
け
に
引
き
込
ま
れ
ま

し
た
。�

江
戸
時
代
の 

伝
統
と
技
伝
承

　
人
形
の
胴
体
は
多
く
が
木
で
で
き
て

い
ま
す
。動
き
を
伝
え
る
部
分
は
堅
い
カ

シ
や
サ
ク
ラ
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、湿

度
な
ど
の
影
響
を
受
け
や
す
く
調
整
も

難
し
い
と
い
い
ま
す
。

　
「
歯
車
や
動
作
を
制
御
す
る〝
カ
ム
〟

を
作
る
際
に
も
ミ
リ
単
位
の
修
正
が
求

め
ら
れ
ま
す
が
、そ
の
分
滑
ら
か
で
し
な

や
か
な
木
製
な
ら
で
は
の
精
密
な
動
き

が
魅
力
で
す
」。

　
墨
を
含
ん
だ
筆
で「
寿
」な
ど
の
文
字

を
書
く「
文
字
書
き
人
形
」や「
弓
射
り

童
子
」な
ど
久
重
の
傑
作
を
修
復
。立
ち

姿
の
武
者
が
矢
を
射
る
現
存
し
な
い
人

形
も
再
現
し
ま
し
た
。

　
こ
の
功
績
が
称
え
ら
れ
て
、平
成
22
年

に
黄
綬
褒
章
を
受
章
。伝
統
と
卓
越
し

た
技
は
、二
男
の
秀
規
さ
ん（
35
歳
）に
受

け
継
が
れ
ま
す
。
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伝統と技を受け継ぐ

からくり人形とは？
　糸やゼンマイ、歯車などの仕
掛けで自動的に動くように制作さ
れた人形で、全盛期の江戸時代
にいろいろな仕掛けが登場。大
坂・道頓堀のからくり芝居は人気
を博し、文楽や歌舞伎にも影響
を与えたとされています。同じ機
械仕掛けの人形ではヨーロッパ
の「オートマタ」が有名です。

写真解説
①筆で文字や絵を描く「文字書き人形」②
「琴弾き人形」の仕掛けを調整する進さ
ん③立ち姿で4本の矢を射る「弓射り武
者人形」④興業用のからくりで唯一現存
する「金太郎」⑤琴爪を付けた指を弦の
間に正確に運ぶ「琴弾き人形」

からくり人形の歴史は意外に古く、平安時代の「今昔物語集」にその記述がみらま
す。花開くのは江戸時代。その伝統と技を寝屋川市から発信する〝匠と弟子〟の親
子に迫ります。

問　企画三課（☎813・1146）

特集
2
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▲段返り人形

1111 広報ねやがわ
令和３年３月号



▲�興味深そうにからくりをのぞくパリの人
たち

▲��「琴弾き人形」の仕掛け。カム（左）
が回転することで腕木（右）が上下
に動き、人形を制御する。
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病
に
倒
れ

琴
弾
き
人
形
制
作
へ

　
準
備
か
ら
８
年
。夢
の「
琴
弾
き

人
形
」は
、従
来
の
か
ら
く
り
の
構

造
に
と
ら
わ
れ
な
い
発
想
で
完
成

し
ま
し
た
。

　
過
去
に
三
味
線
を
弾
く
ふ
り
を

す
る
か
ら
く
り
人
形
は
あ
り
ま
し

た
。し
か
し
、実
際
に
楽
器
を
弾
く

人
形
は
海
外
で
も
見
つ
かって
お
ら

ず
、琴
弾
き
人
形
を
作
る
こ
と
は

長
年
の
夢
で
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
平
成
23
年
2
月
に
脳

こ
う
そ
く
で
倒
れ
、半
年
間
入
院
。

「
医
者
か
ら
命
も
危
な
か
っ
た
と

言
わ
れ
ま
し
た
。右
半
身
に
障
害
が

残
り
ま
し
た
が
、生
き
て
い
る
う
ち

に
実
現
さ
せ
た
い
」と
、翌
年
か
ら

制
作
に
と
り
か
か
り
ま
す
。

逆
転
の
発
想
で

難
題
克
服

　
琴
を
奏
で
る
仕
組
み
は
こ
う
で

す
。台
座
の
中
の
ぜ
ん
ま
い
を
動
力

と
し
て
、動
き
の
方
向
を
変
え
る
円

盤
状
の
カ
ム
が
回
転
し
ま

す
。凸
凹
に
刻
ま
れ
た
カ
ム

に
連
動
し
て
腕
木
が
上
下

し
、糸
で
つ
な
がっ
た
両
腕

や
胴
、首
が
動
い
て
指
先
の

爪
で
弦
を
は
じ
き
ま
す
。

　
し
か
し
、胴
体
が
動
か

な
い
従
来
の
人
形
で
は
指

が
弦
ま
で
届
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
胴
は
前
後
、上
下

に
、両
腕
は
左
右
も
動
く

よ
う
に
し
ま
し
た
。

　
「
カ
ム
と
腕
木
が
並
ぶ

従
来
の
配
置
で
は
う
ま
く

作
動
し
な
い
こ
と
も
わ
か

り
、並
び
の
前
後
を
逆
に

し
ま
し
た
」。ま
さ
に〝
逆
転
の
発

想
〟で
す
。演

奏
す
る
頭
脳
は

3
枚
の
カ
ム

　
最
後
の
難
関
は
、曲
の
音
程
を

正
確
に
再
現
す
る
こ
と
で
し
た
。一

つ
の
音
を
出
す
に
は
、弦
の
手
前
に

指
を
差
し
入
れ
、爪
で
下
か
ら
上

向
き
に
は
じ
き
ま
す
。こ
の
指
の
動

き
を
制
御
す
る
カ
ム
を
制
作
し
た

の
は
秀
規
さ
ん
で
す
。

　
カ
ム
は
、コ
ン
ピュー
タ
ー
で
い
え

ば
ソ
フ
ト
。「
3
枚
の
カ
ム
で
立
体

的
な
動
き
を
再
現
す
る
の
で
す
が
、

弦
の
押
さ
え
加
減
を
凸
凹
の
溝
で

調
整
し
、精
巧
に
動
か
す
カ
ム
を
作

る
の
は
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
作

業
で
し
た
」。

　
完
成
し
た
ソ
フ
ト
は「
さ
く
ら
さ

く
ら
」と「
荒
城
の
月
」の
２
曲
。わ

ず
か
１
分
間
の
演
奏
で
す
が
、左

手
一
本
で
作
業
を
続
け
た
進
さ
ん

は「
全
て
の
こ
と
を
自
分
一
人
で
は

で
き
な
く
な
り
、秀
規
が
重
要
な
カ

ム
作
り
を
担
って
く
れ
た
こ
と
が
大

き
かった
」と
話
し
ま
す
。

　
国
立
科
学
博
物
館・産
業
技
術

史
資
料
情
報
セ
ン
タ
ー
長
の
鈴
木

一
義
さ
ん
は「
当
時
の
技
術
を
使
っ

て
実
際
に
楽
器
を
弾
い
た
り
吹
い

た
り
す
る
人
形
は
み
た
こ
と
が
な

く
、ヨ
ー
ロッ
パ
の
オ
ー
ト
マ
タ
に
も

あ
り
ま
せ
ん
。す
ば
ら
し
い
人
形
で

す
」と
話
し
て
い
ま
す
。

親
か
ら
子
へ

　
「
跡
を
継
い
で
ほ
し
い
と
言
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
進
さ

ん
。
高
校
生
の
頃
か
ら
作
業
を
手

伝
っ
て
い
た
二
男
の
秀
規
さ
ん

も
、
「
継
ぐ
つ
も
り
は
な
か
っ

た
」
と
い
い
ま
す
。

　
進
さ
ん
は
、秀
規
さ
ん
が
5
歳
に

な
っ
た
頃
に
天
才
か
ら
く
り
師・田

中
久
重
作
の「
弓
曳（
ゆ
み
ひ
）き

人
形
」を
発
見
し
修
復
。未
知
の
人

形
を
発
掘
し
、秀
で
た
修
復
技
術

は
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、平

成
19
年
に
は
厚
生
労
働
省
の「
現

代
の
名
工
」に
選
ば
れ
ま
し
た
。そ

ん
な
父
親
の
後
ろ
姿
を
見
て
育
ち

「
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
一
の
技
が

途
絶
え
て
し
ま
う
」と
危
機
感
を

持
ち
、20
歳
の
と
き
に
父
親
の
跡
を

継
ぐ
決
意
を
し
ま
し
た
。

　
秀
規
さ
ん
が
最
初
に
制
作
し
た

の
は
、
曲
芸
師
の
よ
う
に
で
ん
ぐ

り
返
し
を
し
な
が
ら
階
段
を
降
り

る
「
段
返
り
人
形
」
で
し
た
。

「
ま
さ
に
生
き
た
人
形
。
天
候
に

よ
っ
て
動
き
も
微
妙
に
変
わ
り
、

そ
こ
が
ま
た
面
白
い
」
と
、
そ
の

魅
力
を
語
り
ま
す
。

　
進
さ
ん
は
建
具
職
人
の
父
か
ら

木
工
技
術
を
学
び
ま
し
た
が
、「
手

先
は
私
よ
り
器
用
。もっと
技
を
磨

い
て
幻
の
か
ら
く
り
人
形
を
一
つ
で

も
復
元
し
て
ほ
し
い
」と
２
代
目
に

期
待
を
し
て
い
ま
す
。

　
江
戸
東
京
博
物
館
学
芸
員
の
松

井
か
お
る
さ
ん
は「
伝
統
と
精
巧

な
技
術
の
継
承
は
親
子
だ
か
ら
こ

そ
で
き
る
こ
と
も
あ
り
、貴
重
な
文

化
財
を
守
って
ほ
し
い
」と
話
し
て

い
ま
す
。
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　東野進さんが制
作したからくり人形
は国内外で披露。
江戸時代の技術で
再現された複雑な
動きで多くの人を驚
かせています。
　平成18年に江戸
東京博物館で開か
れた「夢大からくり

展」では、田中久重の「文字書き人形」の実演に専門家
も感心するほど。35日間の期間中に18万4000人が詰め
かけました。

　３年前にはパリで開かれた日本文化を紹介するイベン
トに参加し、6点を持参しました。
　秀規さんが人形を動かして実演した2日間は大入り満
員。武者が放った矢が5m先の的に当たると、パリの人た
ちは拍手喝采でし
た。
　今年11月にはエジ
プトの博物館でも実
演予定で、進さんは
「琴弾き人形を披露
し、日本の伝統と技
を世界に伝えたい」
と話しています。

寝
屋
川
か
ら
世
界
へ

夢
の
か
ら
く
り
に
情
熱
注
ぐ

親
か
ら
子
へ

▲�江戸東京博物館で実演する秀規さん
（中央）

特集
2 伝

統
を

　国内外で実演、パリでは大入り満員

伝統と技を受け継ぐ

からくり人形を動画
で見てみよう

　市公式YouTubeで、東野さ
んのからくり人形が琴の演奏
や、文字と絵を描く様子を配信
しています。
　動画は右
のQRコード
から見てくだ
さい。

貴
重
な
収
集
品

「
将
来
は
地
元
で

公
開
し
た
い
」 　  

　
東
野
進
さ
ん
は
31
歳
の

と
き
、
近
隣
市
か
ら
寝
屋

川
市
に
移
り
、
手
が
け
た

か
ら
く
り
人
形
は
全
て
仁

和
寺
町
の
工
房
で
修
復
、

再
現
し
て
き
ま
し
た
。

　
東
野
さ
ん
の
功
績
は

「
か
ら
く
り
の
世
界
」
だ

け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。

国
立
科
学
博
物
館
の
専
門

家
に
師
事
し
、
医
学
や
交

通
な
ど
の
貴
重
な
資
料
を

収
集
。
静
電
気
を
発
生
さ

せ
る
エ
レ
キ
テ
ル
や
明
治

時
代
の
自
転
車
、
鉄
道
関

係
の
図
面
な
ど
、
こ
れ
ま

で
扱
っ
た
資
料
は
数
万
点

に
及
び
ま
す
。

　
そ
の
一
部
は
全
国
の
博

物
館
が
収
蔵
。
平
成
５
年

の
江
戸
東
京
博
物
館
開
館

時
に
も
資
料
収
集
で
協
力

し
ま
し
た
。
現
在
も
千
数

百
点
を
所
蔵
。
東
野
さ
ん

は
「
寝
屋
川
市
を
拠
点
に

長
く
活
動
し
、
将
来
は
地

元
へ
の
恩
返
し
の
意
味
も

含
め
て
市
民
の
皆
さ
ん
に

見
て
も
ら
い
た
い
」
と
話

し
て
い
ま
す
。

寝屋川市
独占配信

13 広報ねやがわ
令和３年３月号


