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 郷土玩具とは、江戸
え ど

時代
じ だ い

後期
こ う き

から全
ぜん

国
こく

で作
つく

られ始
はじ

めた、地域
ち い き

の生活
せいかつ

文化
ぶ ん か

が色濃
い ろ こ

くみられるおもちゃです。地域の産物
さんぶつ

を使ったり、四季折々
し き お り お り

の年中行事
ねんちゅうぎょうじ

に結
むす

びつ

けたり、子どもたちを喜
よろこ

ばせ受
う

け継
つ

がれてきました。広島県の郷土玩具の特色
とくしょく

と

して、南部は瀬戸内
せ と う ち

のあたたかい風土
ふ う ど

が育
はぐく

んだ楽しいもの、北部は習慣
しゅうかん

や天神
てんじん

 

(天候
てんこう

をつかさどる神様
かみさま

)信仰
しんこう

にちなんだものが多
おお

くみられます。今回は、資料館が

所蔵
しょぞう

する県内の郷土玩具をご紹介
しょうかい

します。 

  

三次
み よ し

：三次
み よ し

人形
にんぎょう

 

大竹
おおたけ

：大竹の紙
かみ

鯉
こい

(紙製の鯉のぼり) 

   流しびな 

三原：三原だるま、三原人形 

鞆
とも

：鞆のでんでん太鼓
だ い こ

 

  狸
たぬき

(酒
さけ

の容器
よ う き

)、笛
ふえ

 
尾道：田面

た の も

船
ぶね

、三体
さんたい

みこし 

   ベッチャー面
めん

 

    

→は、尾道市
おのみちし

でつくられる「田面
た の も

船
ぶね

」だモー。 

備後
び ん ご

地方
ち ほ う

では、古くから旧８月１日を八朔
はっさく

の田面

の節句
せ っ く

として、田面祭りが行われ豊作
ほうさく

を祈
いの

っていま

した。田面とは、頼
たの

みと田の実
み

がなまった方言
ほうげん

で、

豊作と子どもの成長
せいちょう

を願
ねが

うことを意味
い み

します。 

 

北部
ほ く ぶ

に米所
こめどころ

をひかえ、米
こめ

の運搬
うんぱん

の港
みなと

をもつ

尾道では、積
つ

み船をかたどった田面船が、田面の

節句に初誕生
はつたんじょう

日
び

を迎
むか

える男の子におくられま

した。柄杓
ひしゃく

や神棚
かみだな

職人
しょくにん

が制作
せいさく

し、子どもが大き

くなると、ひもで引いて
 ひ

遊
あそ

んだモー。 

 

沼隈
ぬまくま

：常石
つねいし

張子
は り こ

 

   常石
つねいし

の土人形 

庄原
しょうばら

、上下
じょうげ

、十日市、 

宮
みや

の峡
かい

の土人形 

廿日市
はつかいち

：廿日市の張子 

    けん玉 
宮島
みやじま

：鹿
しか

猿
ざる

、竹
たけ

蛙
かえる

、土
つち

鈴
すず

 

   厳
いつく

島
じま

管弦
かんげん

祭
さい

の船 

山
さん

間部
か ん ぶ

：虫送
むしおく

り人形 

    水
みず

祝
いわい

の馬
うま

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県の主な郷土玩具分
ぶん

布図
ぷ ず

 
  

  

 

広島県
ひ ろ し ま け ん

の郷土
き ょ う ど

玩具
が ん ぐ

 

モーモー館長 

 



ご
あ
ん
な
い
図 休館日 月曜日（月曜日が祝日の場合，翌日休館），年末年始 

アクセス 中国バス久井中
なか

停留所下車 

けん玉
だ ま

名人
め い じ ん

 
【宮島

み や じ ま

の鹿
し か

猿
ざ る

】 

 江戸
え ど

時代
じ だ い

後期
こ う き

からあったとい

われる日本
に ほ ん

三景
さんけい

「安芸
あ き

の宮島」の

参詣
さんけい

土産
み や げ

です。昔、宮島は鹿
しか

千匹
せんひき

、

猿
さる

千匹
せんひき

といわれ、たくさんの鹿と

猿がいました。粘土
ね ん ど

を手びねりに

して作
つく

り、何度
な ん ど

も途絶
と だ

えながらも

今でも作られています。 

  

  

  

 久井八景８ 和歌に登場する、久井の美しい景色を紹介 

＊一
いち

松
まつ

時雨
し ぐ れ

＊ 

野も山も晴
は

るばかりの朝風
あさかぜ

に 

松の一と木の影
かげ

ぞしぐるる 

              ＊時雨…にわか雨 

 一松とは、今はありませんが、昔、久井町 

下津
し も つ

三ツ橋
み つ は し

から津
つ

蟹
がに

へ越
こ

す山の上に立っていた 

一本松
いっぽんまつ

のことです。三ツ橋は、かつて石橋
いしばし

が三      下津三ツ橋 大正時代 

本かかっていたのでこの名があり、江戸時代には三次
み よ し

藩主
はんしゅ

の参勤
さんきん

交代
こうたい

の通路
つ う ろ

でした。その一本

松は休憩所
きゅうけいじょ

や目印
めじるし

とされており、現在久井町にある市道「三ツ橋線」「一本松線」の名は、そ

のゆかりではないかと思われます。 

燥後中から型
かた

を取りだしますが、常石張子は、土人形の型を使っている 

のが特徴
とくちょう

で、型の内側に紙を貼りつけ乾燥後、前後の型を合わせます。 
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やっぱり！ 
 

 

【常石
つ ね い し

張子
は り こ

】 

福山市沼隈
ぬまくま

町常石で作られている

人形です。明治時代中期、初代
しょだい

宮本
みやもと

久
きゅう

平
べい

が土人形の制作
せいさく

を始めました

が、壊
こわ

れやすいため、後に張子に変

えたといわれています。張子は、一

般的に型
かた

の外側に紙を貼りつけ、乾 

  


