
　

お
よ
そ
３
０
０
年
前
の
古こ

え

ず
絵
図
に
も
名

が
刻
ま
れ
る
板
ノ
沢
。
そ
の
頃
か
ら
伝
わ

る
と
い
う
カ
ヤ
人
形
作
り
の
先
導
を
、
現

在
、
町
内
会
長
と
し
て
受
け
継
い
で
い
る

の
が
沢
目
豊
さ
ん
で
す
。

　

勤
め
人
や
子
ど
も
た
ち
も
参
加
で
き
る

よ
う
に
と
、
近
年
の
恒
例
と
な
っ
た
『
海

の
日
』
に
行
う
作
業
を
呼
び
か
け
る
文
書

に
も
、
「
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の

だ
か
ら
、
一
家
一
人
と
言
わ
ず
家
族
も
足

を
運
ん
で
」
と
し
た
た
め
ま
し
た
。

　

大
き
な
カ
ヤ
人
形
。
集
落
の
64
戸
か
ら

一
人
ず
つ
と
子
ど
も
会
、
合
わ
せ
て
約

１
０
０
人
の
地
域
の
か
た
が
た
が
集
ま
っ

て
作
り
ま
す
。
集
落
に
か
か
る
道
の
上か
み

と

下し
も

の
地
域
で
、
そ
れ
ぞ
れ
女
と
男
の
カ
ヤ

人
形
を
担
当
す
る
の
が
習
わ
し
と
言
い
、

主
に
高
齢
者
や
子
ど
も
た
ち
は
、
稲
わ
ら

で
作
る
男
女
一
対
の
小
さ
な
人
形
を
担
当

し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
作
り
方
は
異
な
り
ま

す
が
「
ど
の
人
形
作
り
も
50
代
の
継
承
者

が
た
く
さ
ん
育
っ
て
い
る
」
と
沢
目
さ
ん

は
話
し
ま
す
。

　

少
子
高
齢
化
は
承
知
の
上
。
若
い
人
の

参
加
を
促
し
、
若
い
人
に
覚
え
て
も
ら
う

こ
と
を
、
地
道
に
取
り
組
む
様
子
が
う
か

が
え
ま
す
。

　

「
自
分
が
町
内
会
長
の
と
き
に
に
人
形

が
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
」
と
、
重
責
と

注
目
の
高
さ
に
戸
惑
い
ま
す
が
、
「
地
域

に
伝
わ
る
人
形
作
り
も
、
そ
の
人
形
に
手

を
合
わ
せ
る
住
民
の
姿
も
、
私
た
ち
に

と
っ
て
は
当
た
り
前
の
も
の
だ
か
ら
、
無

とわだびと
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く
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
話
し
、
「
町

内
会
の
総
会
で
文
化
財
指
定
を
み
ん
な
に

伝
え
た
時
は
何
と
も
な
い
よ
う
に
し
て
い

た
け
れ
ど
、
指
定
書
を
見
て
喜
ん
で
い
た

よ
」
と
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
静
か
な
自
負

を
感
じ
た
よ
う
で
す
。

　

「
人
形
制
作
の
と
き
は
め
っ
た
に
雨
に

当
た
ら
な
い
」
と
言
う
沢
目
さ
ん
。
「
完

成
し
た
ら
神
社
に
奉
納
し
、
人
形
は
一
年

間
立
ち
続
け
ま
す
。
昨
年
の
も
の
は
、
女
、

男
、
小
さ
な
人
形
の
順
に
重
ね
て
火
を
放

ち
、
焼
却
し
ま
す
」

　

使
命
あ
る
限
り
、
精
一
杯
勤
め
る
だ
け
。

代
替
わ
り
し
て
立
ち
続
け
る
『
板
ノ
沢
の

カ
ヤ
人
形
』
が
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く

れ
る
よ
う
で
す
。
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沢
さ わ め

目　豊
ゆたか

 さん

　深持地区の板ノ沢集落で今に伝わるカヤ人形作りは、
昨年11月、風俗慣習の分野として初めて市の無形文化財
に指定されました。高さ３メートルに及ぶ男女一対のカ
ヤ人形と、足元に並べ置く小さな人形を住民が共同で作
り、地区の御瀧大龍神神社に奉納します。
　江戸時代以前に始まったとも言われ、人形の大きさか
ら県内外でも特異とされるこの風習を残すのは、２年前
に同地区の梅集落が休止して、板ノ沢集落だけとなりま
した。

長い時を受け継ぐ

板ノ沢のカヤ人形づくり

７月20日 今年もカヤ人形を奉納しました


