
　
今
年
は
「
酉
」
歳
。
十
二
支
の
中
で
も
皆
さ

ん
に
は
比
較
的
馴
染
み
深
い
動
物
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
こ
で
考
古
学
か
ら
見
た
「
ト
リ
」
と

日
本
人
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と

に
し
ま
し
ょ
う
。 

　
空
を
自
由
に
飛
び
、日
の
出
と
と
も
に
朝

早
く
か
ら
囀
る
鳥
を
古
代
の
人
々
は
神
聖
な

動
物
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
、鳥
の
形
を
し

た
木
製
品
が
弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
度
々
出

土
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

　
出
土
地
点
や
製
品
の
作
り
方
、ま
た
民
俗

事
例
の
検
討
か
ら
当

時
の
「
ム
ラ
」
の
出
入

口
の
門
の
上
に
並
べ
ら

れ
、侵
入
者
を
見
張
り
、

「
ム
ラ
」
の
暮
ら
し
を

守
る
聖
な
る
動
物
と

考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。 

　
ま
た
、
古
墳
時
代

に
は
夜
明
け
を
告
げ

る
動
物
と
し
て
「
ニ
ワ

ト
リ
」
が
大
陸
か
ら
も

た
ら
さ
れ
、神
聖
な
鳥

と
し
て
大
切
に
扱
い
、古
墳
の
埴
輪
に
も
鳥

形
の
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。（
今
で
も
鶏
を
神

の
使
い
と
す
る
神
社
が
あ
る
の
は
そ
の
な
ご

り
で
し
ょ
う
か
。） 

　
時
代
が
少
し
下
が
り
ま
す
が
、市
内
で
も

出
土
品
の
中
に
「
ト
リ
」
に
関
連
し
た
も
の
が

あ
り
ま
す
。 

　
信
楽
町
宮
町
に
所
在
す
る
紫
香
楽
宮
跡

の
発
掘
調
査
で
は
写
真
の
よ
う
な
「
鳥
」
形

の
木
製
品
が
出
土
し
て
い
ま
す
。 

　
溝
の
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
土
器

と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

祭
祀
用
具
と
し
て
、神
に
対
す
る

お
供
え
と
し
て
神
聖
な
「
ト
リ
」
を

奉
納
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

　
ま
た
そ
の
一
方
で
、奈
良
時
代
の

人
々
は
「
ト
リ
」
が
大
変
お
い
し
い

食
物
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
ま
し

た
。 

　
出
土
し
た
木
簡
に
は「
鶏
煮
役
」や「
鳥
鳥
」

な
ど
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

　
古
墳
時
代
に
は
神
聖
な
動
物
と
さ
れ
て
い

た
「
鶏
」
も
こ
の
頃
に
な
る
と
食
材
の
１
つ
に

な
り
始
め
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
殺
生
を
禁

じ
た
仏
教
の
影
響
も
あ
っ
て
日
常
的
に
食
べ

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

　
あ
る
研
究
者
の
調
査
で
は
江
戸
時
代
の
農

村
風
景
を
描
い
た
「
鶏
」
は
大
抵
が
雌
雄
一
対

で
あ
り
、近
代
に
な
る
ま
で
鶏
の
飼
育
目
的

が
食
肉
や
採
卵
で
な
か
っ
た
こ
と
が
報
告
さ

れ
、江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
浦
賀
沖
に
黒
船

が
来
航
し
、ア
メ
リ
カ
の
初
代
領
事
と
し
て
来

日
し
た
ハ
リ
ス
が
食
糧
と
し
て
新
鮮
な
牛
乳

と
卵
を
用
意
す
る
よ
う
幕
府
に
要
求
し
た
際

も
な
か
な
か
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

文
化
財
に「
ト
リ
」を
求
め
て 

　
今
年
は
「
酉
」
歳
。ト
リ
に
ち
な
む
文
化
財
を
探
し
て
み
ま
し
た
。
民
俗
色
豊
か
な
お
祭
り

に
神
聖
な
「
ト
リ
」
が
登
場
し
、発
掘
調
査
に
お
い
て
も
古
代
の「
ト
リ
」
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

酉
歳
に
ト
リ
に
関
わ
る
文
化
を
調
べ
な
が
ら
、わ
が
町
を
歩
い
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

　甲南中央運動公園の一角にある古い木造の建物

をご存知でしょうか。 

　この建物は、甲南第三小学校の講堂を移築して

建てられ、住民の方々から寄贈していただいた昔の

農具や生活用具などの民具資料を保存、展示する「甲

南ふれあいの館」と呼ばれる施設です。 

　収蔵されている民具は、約4、500点を数え、施設

内の民具展示室では「里山の暮らし」と題して常時

一般公開してきました。平成13年には、地元住民が

集い、『民具友の会』が結成され「昔の暮らしを今

の子どもたちに伝えたい」という思いから、年間数

回の企画展と体験学習を継続して開催しています。 

　現在、開催している特別展「職人の道具と技」では、

明治から昭和にかけて甲賀の地で活躍した職人た

ちの道具を展示しています。巨木を腕一本で切り倒

し、建築の柱や板に製材する斧や鋸、茅葺き屋根の

軒先を切り揃えるヤネバサミ、檜の皮を剥がし、切り

揃える檜皮包丁、桶作りで使用する杉の丸太を叩き

割る鉈などの道具約700点です。 

　これらの道具はよく使い込まれ、長年職人が大切

にしてこられたことがわかります。職人の技が生み

出す「モノ」もまた先人たちは大切にしてきたのです。 

瀧
樹
神
社
ケ
ン
ケ
ト
踊
り 

考
古
学
か
ら
見
た 

　
　
　
　
「
と
り
」
の
話 

曳
山
に
見
る
鳥 

水
口
歴
史
民
俗
資
料
館 

　
頭
に
孔
雀
や
雉
・
山
鳥
な
ど
の
羽
で
飾
っ

た
冠
を
か
ぶ
り
、あ
で
や
か
な
衣
装
を
身
に
着

け
て
舞
う
踊
り
子
の
姿
が
印
象
的
な
ケ
ン
ケ

ト
踊
り
は
、毎
年
５
月
３
日
、土
山
町
前
野
の

瀧
樹
神
社
の
祭
礼
で
奉
納
さ
れ
ま
す
。 

　
ケ
ン
ケ
ト
踊
り
は
、延
徳
元
年（
一
四
八
九
）

に
、こ
の
地
域
の
豪
族
で
あ
っ
た
岩
室
氏
と
頓

宮
氏
が
田
楽
を
奉
献
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
祭
礼
に
は
、氏
子
で
あ
る
前
野
・

徳
原
・
甲
賀
町
岩
室
の
３
地
区
が
参
加
し
、

前
野
・
徳
原
が
４
年
に
一
度
、岩
室
が
隔
年
で

踊
り
番
を
受
け
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
踊
り
は
、中
世
の
囃
子
物
の
系
譜
を

ひ
く
風
流
芸
能
で
、祭
礼
に
華
や
か
な
意
匠

の
作
り
物
や
仮
装
を
施
し
、こ
れ
に
賑
や
か

な
囃
子
を
つ
け
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
、雨

乞
い
や
疫
神
払
い
を
目
的
と
し
て
い
ま
し
た
。

ケ
ン
ケ
ト
踊
り
の
大
き
な
羽
冠
は
、こ
の
風
流

芸
能
の
特
徴
と
も
い
え
る
の
で
す
。
滋
賀
県

内
で
は
、湖
東
や
湖
南
地
域
で
同
じ
名
称
を

も
つ
祭
り
が
伝
承
さ
れ
て
お
り
、「
近
江
の
ケ

ン
ケ
ト
祭
り
・
長
刀
振
り
」
と
し
て
国
の
無
形

民
俗
文
化
財
に
選
択
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
甲
賀
市
に
は
、古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き

た
祭
り
や
芸
能
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
皆

さ
ん
も
地
域
の
伝
統
行
事
に
親
し
む
機
会
を

つ
く
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。 

特別展「職人の道具と技」 
開館期間●1月30日（日）まで 
開館時間●午前9時から午後5時まで（入館無料） 
休 館 日●月曜日 

インフォメーション 

甲南ふれあいの館 

右「鳥鳥」 
左「鶏煮役」 

紫香楽宮跡の木簡 

 

鳥形をした木製品 

鳥形をした木製品 

羽で飾った冠をつけて踊るケンケト踊り 

　
甲
賀
市
役
所
水
口
庁
舎
の
近
く
に
あ
る

水
口
歴
史
民
俗
資
料
館
は
、「
水
口
祭
と
曳

山
」「
甲
賀
水
口
の
歩
み
」「
甲
賀
水
口
の
暮

ら
し
」
を
テ
ー
マ
に
旧
水
口
町
の
歴
史
民
俗

を
展
示
す
る
施
設
で
す
。 

　
こ
こ
で
は
４
月
２０
日
の
水
口
祭
に
出
さ
れ

る
実
物
の
曳
山
を
見
る
こ
と
が
で
き
、今
年

度
は
東
町
の
曳
山
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
曳
山
に
も
酉
に
ち
な
む
飾
り
物
が
彫
ら

れ
て
い
ま
す
。 

　
曳
山
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
め
で
た
い
動
物
、故

事
や
神
話
に
ち
な
む
人
物
な
ど
の
彫
刻
が
あ

り
ま
す
が
、東
町
の
曳
山
は
、16
基
あ
る
水
口

の
曳
山
の
中
で
も
装
飾
性
に
富
む
も
の
で
、

正
面
の
唐
破
風
の
上（
鬼
板
）に
一
本
一
本
丁

寧
に
彫
刻
さ
れ
た
羽
を
広
げ
る
孔
雀
が
取
り

付
け
ら
れ
、唐
破
風
の
下（
懸
魚
）に
は
鳳
凰

が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
鳳
凰
は

麒
麟
・
亀
・
竜
と
と
も
に
尊
ば

れ
た
想
像
上
の
瑞
鳥
で
、東

町
の
曳
山
で
は
羽
を
広
げ
、

首
を
曲
げ
斜
め
下
を
見
る
構

図
を
と
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
ダ

シ（
作
り
物
）が
乗
る
露
天
部

の
下
に
は
正
面
、側
面
と
も

に
多
く
の
鳥
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。そ
の
ほ
か
竜
や
猿
、

獅
子
、亀
な
ど
の
彫
刻
が
た

く
さ
ん
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
さ
て
、今
年
は
酉
年
で
す
。
曳
山
に
住
む

鳥
を
水
口
歴
史
民
俗
資
料
館
に
探
し
に
来
て

み
ま
せ
ん
か
。 
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