
竹
人
形
一
筋
47
年
、ふ
る
さ
と
に
息
づ
く
伝
統
の
技
法

特
集

真
っ
す
ぐ
だ
っ
た
細
い
竹
が

電
気
ご
て
の
熱
で
く
の
字
に
曲
が
り

動
き
の
あ
る
足
へ
と
姿
を
変
え
る

余
計
な
造
作
を
削
ぎ
落
と
し

極
限
ま
で
減
ら
し
た
パ
ー
ツ
で
踊
り
子
を
表
現
す
る

阿
波
踊
り
竹
人
形

伝
統
工
芸
の
灯
を
守
り
続
け
る
匠
が

１
本
の
竹
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
命
を
吹
き
込
ん
で
い
く

Profile
昭和４年12月25日生まれ、85歳。新野町在住。
阿波踊り竹人形の草分け、故・小川練一さんに師
事し、独自の「袖付き竹人形」を考案するなど、
半世紀近くにわたり人形づくりに打ちこんでいる。
長年の功績が認められ平成26年11月21日、徳島
県卓越技能者（阿波の名工）の表彰を受ける。　　　　

題字　野村千寿子さん（宝田町）　　　　

阿波の名工
鶴羽 博昭さん（竹人形師）
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踊
る
阿
呆
を
再
現
す
る

　

揺
れ
動
く
群
舞
が
街
を
彩
る
、
阿
南
の
夏

を
思
い
起
こ
す
。
街
中
に
あ
ふ
れ
る
ぞ
め
き

の
リ
ズ
ム
が
、
祭
り
の
高
揚
感
を
い
っ
そ
う

高
め
る
。
踊
り
子
た
ち
の
は
じ
け
る
笑
顔
。

鳴
り
物
た
ち
も
連
の
持
ち
味
を
存
分
に
発
揮

し
、
踊
り
を
盛
り
上
げ
る
。

　

そ
ん
な
阿
波
踊
り
の
瞬
間
を
小
さ
な
人
形

で
さ
ら
り
と
表
現
し
た
阿
波
踊
り
竹
人
形
は
、

阿
波
土
産
の
中
で
も
人
気
が
高
い
。
身
の
丈

わ
ず
か
５
セ
ン
チ
ほ
ど
の
竹
細
工
。
白
く
つ

や
や
か
で
、
竹
の
直
線
と
曲
線
、
枝
や
節
な

ど
の
特
長
と
い
う
３
つ
の
組
み
合
わ
せ
で
、

阿
波
踊
り
の
世
界
を
表
現
す
る
。
衣
装
な
ど

の
色
彩
は
な
い
が
、
思
い
思
い
の
ポ
ー
ズ
で

踊
る
阿
呆
を
再
現
し
て
い
る
。

　

す
ら
り
と
伸
び
た
足
、
し
な
や
か
な
腕
の

曲
線
美
が
特
徴
の
女
踊
り
。
揺
ら
め
く
浴
衣

の
袖
を
絶
妙
な
角
度
で
表
現
し
、
や
さ
し
く

尖
っ
た
手
は
の
び
や
か
に
天
を
指
す
。
大
胆

に
曲
が
っ
た
男
踊
り
の
足
は
、
阿
波
踊
り
独

特
の
足
さ
ば
き
そ
の
も
の
。
鳴
り
物
を
抱
え
、

そ
れ
ら
が
相
ま
っ
て
言
う
に
言
わ
れ
な
い
味

わ
い
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　

余
計
な
造
作
を
削
ぎ
落
と
し
、
極
限
ま
で

減
ら
し
た
パ
ー
ツ
で
踊
り
子
を
表
現
す
る
。

そ
れ
ら
を
一
枚
の
台
に
乗
せ
て
連
を
作
り
上

げ
、
阿
波
踊
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
一
場

面
を
切
り
取
る
。
こ
ん
な
に
も
素
朴
な
人
形

の
何
が
、
こ
の
透
明
感
と
躍
動
感
を
生
み
出

す
の
だ
ろ
う
。

名
工
の
誕
生

　

昨
年
11
月
21
日
、
竹
人
形
師
の
鶴
羽
博
昭

さ
ん
（
85
歳
・
新
野
町
）
が
、「
徳
島
県
卓

越
技
能
者
（
阿
波
の
名
工
）」
の
表
彰
を
受

け
た
。
卓
越
技
能
者
と
は
、
極
め
て
卓
越
し

た
技
能
等
を
有
す
る
人
を
い
う
。
昭
和
57
年

に
制
度
が
創
設
さ
れ
て
以
来
、
こ
れ
ま
で
に

97
人
の
名
工
が
誕
生
し
て
い
る
。

　

鶴
羽
さ
ん
は
、
故
・
小
川
練
一
さ
ん
（
新

野
町
）
か
ら
阿
波
踊
り
竹
人
形
の
製
法
を
受

け
継
ぎ
、
創
意
工
夫
で
独
自
の
「
袖
付
き
竹

人
形
」
を
考
案
す
る
な
ど
、
た
ぐ
い
ま
れ
な

る
感
性
と
技
能
で
業
界
の
発
展
、
後
進
の
育

成
に
力
を
傾
注
し
て
き
た
。
長
年
の
功
績
と

た
ゆ
ま
ぬ
技
の
研け

ん

鑽さ
ん

が
認
め
ら
れ
、
阿
南
市

民
と
し
て
初
め
て
の
快
挙
を
成
し
遂
げ
た
。

竹
人
形
と
の
出
会
い

　

鶴
羽
さ
ん
は
、１
９
２
９
年
（
昭
和
４
年
）

に
那
賀
郡
羽
ノ
浦
町
で
生
ま
れ
る
。
16
歳
の

時
、
神
戸
で
終
戦
を
迎
え
た
鶴
羽
さ
ん
は
復

員
後
、
叔
母
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
鶴
羽
家
を
継

ぐ
た
め
に
養
子
（
旧
姓
＝
後
藤
）
と
し
て
鶴

羽
家
に
入
り
、
農
業
や
山
仕
事
に
勤い

そ

し
ん
だ
。

　

鶴
羽
さ
ん
が
竹
人
形
づ
く
り
を
始
め
た
の

は
38
歳
の
頃
か
ら
。
徳
島
竹
人
形
の
先
駆
者

で
あ
る
小
川
さ
ん
に
手
伝
い
を
頼
ま
れ
た
の

が
き
っ
か
け
だ
。

　
「
小
川
さ
ん
は
、
病
気
療
養
中
に
病
室
で

も
作
れ
る
１
人
立
ち
の
阿
波
踊
り
竹
人
形
を

考
案
し
、
闘
病
仲
間
と
と
も
に
竹
人
形
を
作

徳島県立中央テクノスクールで行われた「第39回徳島県職業能力開発
促進大会」で徳島県知事表彰を受ける鶴羽さん。（平成26年11月21日）

出来上がったばかりの女踊り竹人形。袖をつけ、ひざを曲げる
ことで、躍動感をよりリアルに表現している。

小川さんが考案した１人立ち、２人立ち阿波踊り竹人形。
大きいもので 20㎝ほどある。

鶴羽さんから阿南市に寄贈された45人立ち「袖付き竹人形」。市長公室に飾られている。
自宅の工房で阿波踊り竹人形を製作する小川練一さんと妻・カズ子さん。
越前竹人形にヒントを得て考案された。（昭和43年頃）

っ
て
い
ま
し
た
。
退
院
し
て
実
家
に
帰
る
と
、

地
元
の
八
木
寿
夫
さ
ん
や
島
村
利
治
さ
ん
な

ど
を
弟
子
に
迎
え
、
製
法
を
伝
授
。
竹
人
形

の
需
要
の
高
ま
り
と
と
も
に
人
手
不
足
に
な

り
、
当
時
親
し
く
し
て
い
た
私
に
声
が
か
か

り
ま
し
た
」

　

小
川
さ
ん
宅
に
通
い
続
け
る
う
ち
に
、
繊

細
な
竹
細
工
の
妙
に
ひ
か
れ
て
い
く
。
部
品

の
竹
材
を
磨
く
と
い
っ
た
雑
務
を
こ
な
し
な

が
ら
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
竹
人
形
の
作
り
方

を
覚
え
た
。

　
「
こ
れ
は
面
白
い
、
わ
し
に
も
で
き
る
か

も
。
一
緒
に
作
ら
せ
て
も
ら
う
わ
」

　

鶴
羽
さ
ん
は
、
そ
れ
ま
で
営
ん
で
き
た
養

鶏
業
を
や
め
、
竹
細
工
で
身
を
立
て
る
道
を

選
ぶ
。

　

ト
ラ
ッ
ク
を
所
有
し
て
い
た
鶴
羽
さ
ん
は
、

販
路
の
開
拓
に
奔
走
し
た
。
自
分
た
ち
が
作

っ
た
竹
人
形
を
段
ボ
ー
ル
に
詰
め
、
小
川
さ

ん
ら
と
一
緒
に
徳
島
市
や
鳴
門
市
の
卸
問
屋

を
回
っ
た
。
時
に
は
淡
路
や
道
後
に
も
足
を

伸
ば
し
、
阿
波
土
産
の
魅
力
を
売
り
込
ん
だ
。

　
「
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
阿
波
踊
り
を
テ
ー

マ
に
し
た
こ
と
や
、
日
本
人
好
み
の
竹
を
素

材
に
用
い
た
の
が
受
け
た
と
思
う
。
県
外
で

は
面
白
い
ほ
ど
売
れ
た
な
」

　
「
も
っ
と
持
っ
て
き
て
よ
」。
卸
問
屋
の
言

葉
が
背
中
を
押
す
。
遠
距
離
も
な
ん
の
そ
の
、

ハ
ン
ド
ル
を
握
り
し
め
る
手
に
も
い
っ
そ
う

力
が
入
っ
た
。

「
袖
付
き
竹
人
形
」の
誕
生

　

阿
波
踊
り
竹
人
形
に
は
も
う
一
つ
、
小
型

の
「
連
立
ち
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

戦
後
間
も
な
い
頃
、
初
代
竹
仙
こ
と
故
・
藤

田
義
治
さ
ん
（
鳴
門
市
）
が
考
案
し
た
も
の

だ
。
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
年
）、
阿
波
土

産
公
募
美
術
工
芸
部
門
に「
阿
波
踊
竹
人
形
」

と
し
て
出
品
し
、
銀
賞
の
県
知
事
賞
に
輝
い

た
こ
と
で
世
に
知
ら
れ
た
。
１
９
６
０
年
代

後
半
に
は
県
内
各
地
で
講
習
会
が
行
わ
れ
、

多
く
の
竹
人
形
師
が
養
成
さ
れ
る
。
そ
れ
に

伴
い
、「
連
立
ち
」
の
商
品
も
店
頭
を
に
ぎ

わ
す
よ
う
に
な
り
、
い
つ
し
か
人
気
は
「
連

立
ち
」
へ
と
傾
い
て
い
く
。
時
代
の
潮
流
を

い
ち
早
く
感
じ
取
っ
た
鶴
羽
さ
ん
は
、「
こ

れ
か
ら
は
連
立
ち
の
時
代
」
と
、
小
川
さ
ん

に
そ
の
製
作
を
勧
め
た
。

　

押
し
も
お
さ
れ
ぬ
郷
土
の
代
表
的
民
芸
品

と
な
っ
た
阿
波
踊
り
竹
人
形
は
、
全
国
各
地

に
広
ま
り
、
注
文
が
相
次
い
だ
。
新
野
町
で

は
、
し
の
ぎ
を
削
る
15
軒
（
約
50
人
）
の
同

業
者
が
、１
９
６
７
年
（
昭
和
42
年
）
に
「
徳

島
竹
民
芸
品
製
造
販
売
組
合
」
を
結
成
し
、

初
代
組
合
長
の
小
川
さ
ん
と
中
川
卓
也
さ
ん

が
「
連
立
ち
」
を
作
り
、
ほ
か
の
組
合
員
は

１
人
立
ち
の
竹
人
形
を
出
荷
し
た
。
最
盛
期

に
は
新
野
町
だ
け
で
年
間
約
１
２
０
０
万
円

超
の
出
荷
額
を
誇
っ
た
。

　
「
小
川
さ
ん
の
仕
事
ぶ
り
は
立
派
で
し
た
。

わ
し
ら
が
作
る
人
形
と
は
切
れ
味
が
違
い
ま

し
た
。『
連
立
ち
』
の
製
作
で
は
藤
田
さ
ん

に
な
ら
い
、
竹
人
形
の
世
界
に
新
た
な
風
を

吹
き
込
ん
で
く
れ
ま
し
た
が
、
小
川
さ
ん
の

真
骨
頂
で
あ
る
１
人
立
ち
の
形
状
を
、『
連

立
ち
』
に
踏
襲
し
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
し

た
」

　

そ
ん
な
思
い
が
、
鶴
羽
さ
ん
を
新
し
い
作

品
づ
く
り
へ
と
向
か
わ
せ
る
。
試
行
錯
誤
の

末
、
よ
う
や
く
た
ど
り
つ
い
た
の
が
、
小
型

の
竹
人
形
に
袖
を
付
け
、
鳴
り
物
を
充
実
さ

せ
た
新
し
い
形
の
「
連
立
ち
」
だ
っ
た
。
こ

れ
が
今
に
受
け
継
が
れ
る「
袖
付
き
竹
人
形
」

の
原
形
と
な
る
。
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理
想
の
形
を
求
め
て

　

あ
る
日
、
鶴
羽
さ
ん
は
、
完
成
し
た
試
作

品
を
組
合
の
商
品
と
一
緒
に
ト
ラ
ッ
ク
に
積

み
、
県
外
の
卸
問
屋
に
こ
っ
そ
り
持
ち
込
ん

だ
。
こ
れ
が
思
わ
ぬ
事
態
を
招
く
こ
と
に
な

る
。
事
情
を
知
ら
な
い
卸
問
屋
か
ら
「
袖
付

き
」
の
方
が
い
い
と
催
促
さ
れ
た
の
だ
。
自

信
作
だ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
試
作
品
。
身
勝

手
な
行
動
で
あ
り
、
組
合
に
迷
惑
を
か
け
る

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
か
っ
た
。

　
「
あ
の
時
は
、
い
ろ
ん
な
思
い
が
駆
け
巡

り
ま
し
た
。
時
代
の
流
れ
を
自
分
で
つ
か
み

た
い
、
と
い
う
思
い
が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で

い
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
」

　

鶴
羽
さ
ん
は
、
小
川
さ
ん
に
高
ぶ
る
胸
の

内
を
ゆ
っ
く
り
と
打
ち
明
け
た
。　

　

１
９
８
４
年
（
昭
和
59
年
）、
鶴
羽
さ
ん

は
独
立
し
、
妻
・
和
代
さ
ん
（
81
歳
）
と
二

人
三
脚
で
竹
人
形
づ
く
り
を
始
め
る
。
鶴
羽

さ
ん
が
腕
や
足
な
ど
の
部
品
を
作
り
、
和
代

さ
ん
が
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
役
割
分
担
で

完
成
さ
せ
て
い
く
。「
手
の
格
好
は
一
緒
で

な
い
方
が
個
性
的
」「
左
右
の
袖
の
角
度
を

変
え
る
と
躍
動
感
が
出
る
」。
理
想
の
形
を

求
め
て
夫
婦
で
話
し
合
い
な
が
ら
竹
人
形
づ

く
り
に
打
ち
込
ん
だ
。

　
「
時
間
を
気
に
せ
ず
、
夜
遅
く
ま
で
働
い

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
夫
婦
だ
か
ら
こ
そ
、

２
人
で
二
人
前
以
上
の
仕
事
量
を
こ
な
せ
た

と
思
う
。
け
ん
か
も
し
た
け
れ
ど
、
感
謝
の

ひ
と
言
に
尽
き
ま
す
」

　

一
か
ら
だ
っ
た
販
路
も
２
人
で
開
拓
し
た
。

徳
島
民
芸
社
の
協
力
を
得
て
、
県
外
に
も
出

荷
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

工
房
を
訪
ね
て

　

竹
人
形
と
向
き
合
っ
て
も
う
す
ぐ
半
世
紀

に
な
る
鶴
羽
さ
ん
。
竹
人
形
の
作
り
方
を
教

え
て
も
ら
お
う
と
、
工
房
を
訪
ね
た
。

　

鶴
羽
さ
ん
の
工
房
は
家
の
離
れ
に
あ
る
。

４
畳
余
り
の
小
部
屋
で
日
当
た
り
が
良
く
、

南
西
向
き
の
格
子
窓
の
向
こ
う
に
は
、
心
和

む
里
山
の
景
色
が
広
が
る
。

　

扉
を
開
け
る
と
「
シ
ュ
ッ
、
シ
ュ
ッ
」
と

竹
を
削
る
小
気
味
良
い
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。

無
数
の
ノ
ミ
後
が
残
る
作
業
台
、
そ
の
周
り

に
は
10
セ
ン
チ
ほ
ど
の
細
い
竹
が
数
十
本
並

ん
で
い
る
。
ま
る
で
、
命
を
与
え
ら
れ
る
の

を
待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

材
料
と
な
る
五
三
竹
（
布
袋
竹
）
は
、
自

宅
の
裏
山
で
調
達
す
る
。「
２
、
３
年
も
の

が
つ
や
と
弾
力
が
あ
っ
て
長
持
ち
す
る
。
人

間
で
い
う
若
者
や
」
と
、
竹た

け

藪や
ぶ

に
目
を
凝
ら

す
。
使
わ
な
い
の
は
葉
っ
ぱ
だ
け
。
伐
採
時

に
幹
と
枝
に
切
り
分
け
て
、
持
ち
帰
る
。

　

幹
は
節
を
残
し
て
20
セ
ン
チ
ほ
ど
に
カ
ッ

ト
し
、
釜
で
30
分
ほ
ど
ゆ
で
て
油
を
抜
き
取

り
、
漂
白
す
る
。
苛
性
ソ
ー
ダ
や
過
酸
化
水

素
水
を
混
ぜ
る
の
も
、
師
匠
譲
り
の
ア
イ
デ

ア
だ
。
そ
の
後
、
過
酸
化
水
素
水
に
浸
し
て

天
日
に
干
す
作
業
を
数
日
間
繰
り
返
す
と
、

青
か
っ
た
竹
が
透
明
感
の
あ
る
均
一
の
黄
白

色
に
仕
上
が
る
。

　

胴
、
手
足
、
頭
に
小
道
具
と
、
部
分
ご
と

に
作
っ
て
お
い
た
パ
ー
ツ
群
の
中
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
を
合
わ
せ
て
人
形
を
作
る
。
節
の
部
分

を
腰
や
太
鼓
な
ど
に
使
い
、
枝
は
電
気
ご
て

で
熱
を
加
え
て
手
足
に
加
工
す
る
。
作
業
台

の
端
に
は
い
く
つ
も
の
穴
の
開
い
た
板
が
あ

り
、
そ
こ
に
出
来
上
が
っ
た
人
形
を
仮
置
き

し
て
い
く
。

　

そ
の
す
べ
て
が
手
作
業
で
あ
る
。
一
体
と
し

て
同
じ
人
形
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
組

み
合
わ
せ
て
阿
波
踊
り
の
連
を
構
成
す
る
と
、

集
団
美
で
あ
り
な
が
ら
各お

の
々お

の
の
個
性
が
輝
き

を
放
つ
。
ま
さ
に
人
間
の
踊
る
様
と
同
じ
だ
。

　
「
高
張
提
灯
、
鳴
り
物
、
女
踊
り
、
男
踊

り
の
順
に
人
形
を
立
て
て
い
く
。
穴
の
あ
け

方
次
第
で
作
品
の
良
し
悪
し
が
決
ま
る
だ
け

に
、
こ
の
作
業
が
一
番
神
経
を
使
う
ん
よ
」
と
、

電
気
ド
リ
ル
の
先
に
感
性
を
研
ぎ
澄
ま
す
。

　

浴
衣
の
裾す

そ

が
少
し
は
だ
け
て
、
な
ま
め
か

し
く
足
が
の
ぞ
く
。
顔
に
目
鼻
は
な
い
。
そ

れ
な
の
に
、
笠
の
内
の
表
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

こ
の
小
さ
な
竹
人
形
が
醸
し
出
す
、
独
特
の

空
気
感
。
な
め
ら
か
な
竹
の
白
い
肌
の
奥
に

こ
も
る
何
か
に
引
き
込
ま
れ
そ
う
に
な
る
。

挫
折
と
再
起

　

師
匠
の
小
川
さ
ん
が
竹
に
阿
波
踊
り
の
魂

を
吹
き
込
ん
で
以
来
、
弟
子
、
孫
弟
子
と
多

く
の
竹
人
形
師
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
活

況
は
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
や
平
成
の
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
な
ど
で
出

荷
量
は
年
々
減
少
。
軒
を
連
ね
た
竹
人
形
師

も
、
高
齢
化
な
ど
で
次
々
に
廃
業
し
て
い
く
。

時
代
の
荒
波
に
も
ま
れ
な
が
ら
も
、
鶴
羽
さ

ん
夫
婦
だ
け
は
阿
波
踊
り
竹
人
形
に
自
分
の

世
界
を
投
影
し
続
け
た
が
、２
０
０
０
年（
平

成
12
年
）
頃
、
つ
い
に
や
め
て
し
ま
う
。
和

代
さ
ん
が
病
を
患
う
と
、
さ
ら
に
遠
ざ
か
っ

た
。

　

和
代
さ
ん
が
療
養
の
た
め
に
入
所
し
て
い

た
共
同
生
活
介
護
施
設
長
の
陶
久
晃
一
さ
ん

（
56
歳
・
内
原
町
）
は
、
当
時
の
鶴
羽
さ
ん

の
よ
う
す
を
こ
う
語
る
。

　
「
鶴
羽
さ
ん
は
将
来
、
自
分
が
和
代
さ
ん

に
世
話
に
な
る
と
人
生
設
計
を
描
い
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
和
代
さ
ん
が
病
床
に
伏
し
た

こ
と
で
生
活
の
リ
ズ
ム
が
狂
い
、
精
神
状
態

が
不
安
定
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も

毎
日
の
よ
う
に
施
設
に
通
わ
れ
、
献
身
的
に

介
護
に
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。
時
が
経
つ
に
つ

れ
、
現
実
を
少
し
ず
つ
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
心
に
ゆ
と
り
が
で
き
、

表
情
も
明
る
く
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、

再
び
竹
人
形
を
作
る
機
会
が
訪
れ
た
の
で
す
。

『
わ
し
、
ち
ょ
っ
と
忙
し
く
な
っ
て
き
て
な
』。

生
活
の
張
り
を
取
り
戻
し
た
鶴
羽
さ
ん
の
生

き
生
き
と
し
た
あ
の
表
情
は
、
今
で
も
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
。
人
生
の
徳
俵
か
ら
復
活
さ
れ
、

名
工
の
道
を
歩
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
、
あ
ら

た
め
て
敬
意
を
表
し
ま
す
」

　

消
え
つ
つ
あ
っ
た
伝
統
工
芸
の
灯
を
再
燃

さ
せ
よ
う
と
平
成
21
年
、
阿
南
商
工
会
議
所

が「
竹
人
形
後
継
者
養
成
講
座
」を
企
画
し
た
。

鶴
羽
さ
ん
が
講
師
を
務
め
、
８
人
の
後
継

者
（
阿
南
市
竹
人
形
伝
承
会
）
が
誕
生
し
た
。

鶴
羽
さ
ん
に
と
っ
て
初
め
て
の
弟
子
で
あ
る
。

　
「〝
先
生
〟
呼
ば
わ
り
さ
れ
て
気
恥
ず
か
し

か
っ
た
け
れ
ど
、
竹
人
形
の
伝
統
が
途
絶
え

ん
で
よ
か
っ
た
わ
」
と
、
工
房
で
の
創
作
活

動
も
再
開
し
た
。

習
う
よ
り
、慣
れ
ろ

　
「
習
う
よ
り
、
慣
れ
ろ
」。
こ
れ
は
鶴
羽
さ

ん
が
創
作
上
の
大
事
を
弟
子
た
ち
に
示
し
た

言
葉
だ
。
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
目
に
見

え
な
い
技
術
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
一
般

的
に
困
難
で
あ
り
、
創
作
の
積
み
重
ね
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　
「
も
の
づ
く
り
の
世
界
に
天
井
は
な
い
。

自
分
に
満
足
し
た
ら
そ
こ
で
終
わ
り
や
。

も
っ
と
い
い
も
の
を
作
り
た
い
。
こ
れ
か
ら

も
そ
う
い
う
気
持
ち
で
や
っ
て
い
く
」

　

竹
人
形
づ
く
り
を
始
め
た
頃
、
師
匠
の
仕

事
ぶ
り
を
誰
よ
り
も
近
く
で
見
て
き
た
。「
一

体
一
体
に
魂
を
込
め
て
作
る
こ
と
が
何
よ
り

大
切
で
あ
る
」
こ
と
を
深
く
理
解
し
て
い
る
。

師
の
教
え
を
受
け
継
ぎ
、
情
熱
を
注
ぎ
こ
ん

だ
「
袖
付
き
竹
人
形
」
は
、
ま
さ
に
入
魂
の

至
芸
で
あ
り
、
名
工
の
誇
り
と
い
え
よ
う
。

　
「
阿
波
踊
り
が
進
化
し
て
い
る
よ
う
に
、

竹
人
形
づ
く
り
も
歩
を
止
め
た
ら
あ
か
ん
。

鳴
り
物
の
手
に
、
も
う
少
し
躍
動
感
を
出
す

こ
と
が
で
き
た
ら
」
と
、
85
歳
の
高
齢
で
な

お
い
っ
そ
う
細
か
い
竹
細
工
に
打
ち
こ
む
鶴

羽
さ
ん
。
尽
き
な
い
創
作
意
欲
で
、
一
本
の

竹
を
際
限
な
く
躍
ら
せ
て
い
く
。

愛弟子たちと受賞の喜びを分かち合う鶴羽さん（12月16日）

1下部の節間が不規則に短く詰まっている五三竹2のこぎりで根元から伐採する3電気ノコギリで幹をカット4直径80㎝の大釜で30分程度ゆがく5油抜きすると透明
感のある黄白色に変色6溝を彫った板に部品の竹を押しつけて固定し、小刀を当てて竹を削る7部分ごとに作り置きしたパーツ群8切れ味抜群の小刀、ノミ、はさみ

電気ドリルで台に穴をあけ、人形を立てるようす。
部屋の壁には阿波踊りのポスターが貼られている。 妻・和代さんが組み合わせた竹人形を、鶴羽さんが台に立てていくようす。

遠方に見えるのが後世山。若かりし頃、山仕事に勤しんだ
思い出の場所である。
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