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か
ま
く
ら
三
つ
の
ル
ー
ツ

横
手
の
か
ま
く
ら
の
歴
史
は
４
０
０

年
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
は
っ

き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
残
っ
て
い
る
断

片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
、
ど
こ
か
の

神
様
を
お
祀
り
し
た
神
事
で
は
な
く
、

複
数
の
行
事
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

元
に
な
っ
た
行
事
は
三
つ
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
、
農
村
の
行
事
と
し
て
鳥
追

い
が
あ
り
ま
す
。
当
時
は
鳥
は
農
作
物

を
荒
ら
す
害
鳥
で
し
た
か
ら
、
横
手
に

限
ら
ず
全
国
の
農
村
に
あ
っ
た
行
事
で

す
。鳥

追
い
は
子
ど
も
の
祭
り
で
、
歌
を

歌
い
な
が
ら
家
を
一
軒
一
軒
回
っ
て
行

く
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
行
事
は
今
は

行
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
１
９
３
６

年
（
昭
和
11
）
生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の

こ
ろ
は
ま
だ
や
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

私
は
母
か
ら
鳥
追
い
の
歌
を
教
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
は
、
お
ひ
ね
り
の

中
に
小
さ
く
切
っ
た
餅
や
お
菓
子
を
入

れ
て
く
れ
た
そ
う
で
、
子
ど
も
た
ち
が

鳥
追
い
を
し
て
い
る
間
に
お
父
さ
ん
た

ち
が
大
き
な
か
ま
く
ら
を
つ
く
っ
て
お

き
、
帰
っ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
は
、
中

で
炭
を
熾お

こ
し
て
餅
を
焼
い
た
り
し
た

の
で
す
。

い
わ
ば
、
鳥
追
い
の
打
ち
上
げ
で
す
。

照井吉仁さん

てるい よしひと
横手市観光協会 かまくら委員会委員長

1964年横手市生まれ。18歳のとき、横手公園
を会場として活動する民間団体〈かまくら村実
行委員会〉に参加。自分たちの手でかまくらを
つくり、自分たちでおもてなしをすることにこ
だわり、現在も活動中。2010年「横手のかま
くら」を運営する〈横手市観光協会 かまくら
委員会〉委員に就任。2012年より、現職。

14万〜17万人もの人が訪れる横手のかまくら祭は、

「なければ生きていかれないのに　あって当たり前だと思っているもの」

に感謝する日でもあると、照井吉仁さん。

さまざまな時代の洗礼を受けながらも、

雪を楽しむ気持ちとおもてなしの心を持ちながら

かまくらをつくり続ける想いをうかがいます。

水神様を祀る
かまくら
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こ
の
日
ば
か
り
は
い
く
ら
夜
更
か
し
を

し
て
も
怒
ら
れ
な
い
し
、
さ
ぞ
か
し
楽

し
い
行
事
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

侍
の
町
、
内
町

う
ち
ま
ち

に
も
、
か
ま
く
ら
の

ル
ー
ツ
が
あ
り
ま
す
。
正
月
の
14
日
に

な
る
と
屋
根
の
な
い
土
蔵
の
よ
う
な
も

の
を
雪
で
つ
く
っ
て
、
前
に
注
連

し

め

飾
り

を
し
て
、
空
に
な
っ
た
米
俵
を
据
え
、

お
神
酒

み
き

を
上
げ
て
子
ど
も
の
成
長
を
祈

り
ま
し
た
。
あ
と
か
ら
米
俵
に
火
を
つ

け
て
燃
や
す
火
祭
り
、
左
義
長

さ
ぎ
ち
ょ
う

で
す
。

左
義
長

小
正
月
に
行
な
わ
れ
る
火
祭
り
。
年
末
に
出
迎
え

た
歳
神
を
、
依
り
代
と
な
っ
た
門
松
や
注
連
飾
り

を
焼
く
こ
と
に
よ
っ
て
炎
と
と
も
に
見
送
る
意
味

が
あ
る
と
さ
れ
る
。

か
ま
く
ら
に
鎌
倉
と
い
う
字
を
当
て

る
の
も
、
左
義
長
の
と
き
に
は
鎌
倉
大

明
神
を
祀
る
か
ら
、
と
思
わ
れ
ま
す
。

鎌
倉
大
明
神
と
い
う
は
、
後
三
年

ご
さ
ん
ね
ん

の

役え
き

に
活
躍
し
た
鎌
倉
権
五
郎
景
政

ご
ん
ご
ろ
う
か
げ
ま
さ

の
こ

と
。
景
政
は
関
東
か
ら
戦
の
応
援
に
来

て
い
た
人
な
の
で
す
が
、
武
士
の
気
概

に
あ
ふ
れ
た
人
物
と
し
て
祀
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
昔
の
絵
図
に
は
、
左
義
長

の
と
き
に
鎌
倉
大
明
神
の
幟

の
ぼ
り

を
立
て
て

い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
権
五
郎
景
政

平
安
時
代
後
期
の
武
将
。
父
の
代
か
ら
相
模
国
鎌

倉
（
現
在
の
神
奈
川
県
鎌
倉
市
周
辺
）
を
領
し
て

鎌
倉
氏
を
称
し
た
。
16
歳
の
こ
ろ
、
後
三
年
の
役

（
１
０
８
３
〜
１
０
８
７
年
）
に
従
軍
し
、
右
目
を

射
ら
れ
な
が
ら
も
奮
闘
し
た
逸
話
が
『
奥
州
後
三

年
記
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。
右
目
に
矢
が
刺
さ
っ

た
ま
ま
敵
を
討
ち
取
り
自
陣
に
帰
っ
た
景
政
に
対

し
、
仲
間
の
三
浦
平
太
郎
為
次
が
駈
け
寄
り
、
矢

を
抜
こ
う
と
景
政
の
顔
に
足
を
か
け
た
と
こ
ろ
、

怒
っ
た
景
政
は
「
武
士
で
あ
れ
ば
矢
が
刺
さ
り
死

ぬ
の
は
本
望
だ
が
、
土
足
で
顔
を
踏
ま
れ
る
の
は

恥
辱
だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
。

後
三
年
の
役

11
世
紀
の
東
北
地
方
で
起
こ
っ
た
前
九
年
の
役
と

呼
ば
れ
る
豪
族
に
よ
る
勢
力
争
い
で
、
陸
奥
国
司

と
対
立
し
た
安
倍
氏
は
、
12
年
間
の
戦
い
の
末
に

１
０
６
２
年
（
康
平
５
）
に
滅
ぶ
。
の
ち
に
親
族

内
で
の
内
紛
が
後
三
年
の
役
に
発
展
。
安
倍
氏
の

血
を
引
く
清
衡
が
勝
ち
残
っ
て
奥
州
藤
原
氏
を
興

し
、
三
代
に
わ
た
る
栄
華
の
基
礎
を
築
い
た
。

か
ま
く
ら
の
も
う
一
つ
の
ル
ー
ツ
は
、

商
人
の
町
、
外
町

そ
と
ま
ち

の
行
事
で
す
。

横
手
と
い
う
の
は
、
今
か
ら
は
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
水
が
得
に
く
い
土
地

で
し
た
。
毎
日
の
水
汲
み
も
、
相
当
遠

く
か
ら
集
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
だ

け
井
戸
の
数
も
少
な
か
っ
た
の
で
す
。

年
を
取
る
と
水
汲
み
も
難
儀
で
す
か
ら
、

〈
水
汲
み
若
勢

わ
か
ぜ

〉
と
い
っ
て
、
水
汲
み

作
業
員
が
い
た
と
い
い
ま
す
。

１
月
15
日
に
は
井
戸
に
き
れ
い
な
幕

を
張
っ
て
、
水
の
神
様
に
感
謝
し
た
そ

う
で
す
。
現
在
、
か
ま
く
ら
の
中
に
水

神
様
を
祀
る
の
は
、
井
戸
に
感
謝
し
た

行
事
の
名
残
で
す
。

時
代
の
流
れ
で

姿
を
変
え
る
か
ま
く
ら

こ
の
三
つ
の
行
事
は
、
時
代
の
流
れ

の
中
で
行
き
場
を
失
っ
て
い
き
ま
し
た
。

都
市
化
が
進
む
と
火
を
燃
や
す
こ
と

が
は
ば
か
ら
れ
る
、
上
水
道
が
き
ま
し

た
か
ら
水
は
あ
っ
て
当
た
り
前
、
害
を

及
ぼ
す
ほ
ど
鳥
に
悩
む
こ
と
も
な
く
な

右ページ：武家屋敷の通りに建つかまくら。内側から外を見る。分厚い壁に覆われて、
内部は寒さを遮り、不思議な静寂がもたらされた空間だ。
左ページ：横手市内は市民によってかまくらで埋め尽くされる。大きさがマチマチなの
は、使うバケツの違いによる。武家屋敷で雪に埋もれた民家を発見。実はこれが通常の
姿。雪まつりのときは、必死で雪かきをして来客を出迎えるのだ。
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る
、
そ
う
い
う
中
で
、
徐
々
に
姿
を
消

し
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
か
ま

く
ら
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
、
水
の
神
様

を
祀
る
風
習
だ
け
が
残
っ
て
い
き
ま
し

た
。ち

な
み
に
、
か
ま
く
ら
と
い
う
の
は

雪
室
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
行
事

全
体
を
指
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
横
手
の
か
ま
く
ら
は
、
高
さ

３
c
、
直
径
3.5
c
ほ
ど
の
室
で
、
中
に

水
の
神
様
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
、
大
人
も
お
酒

を
飲
ん
だ
り
し
ま
す
。
狭
い
の
で
す
が
、

初
対
面
で
も
普
通
に
話
が
で
き
る
不
思

議
な
空
間
で
す
。

私
は
１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
生
ま
れ
。

30
年
ほ
ど
か
ま
く
ら
に
か
か
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
か
ま
く
ら
を
愛
す
る
気
持
ち

は
、
誰
に
も
負
け
な
い
と
自
負
す
る
か

ま
く
ら
馬
鹿
で
す
。

私
が
見
て
き
た
30
年
で
も
、
か
ま
く

ら
の
形
は
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
昔

は
も
っ
と
大
き
か
っ
た
の
で
す
が
、
し

ょ
せ
ん
材
料
は
雪
で
す
か
ら
、
崩
れ
て

事
故
が
あ
る
と
困
る
、
と
い
う
こ
と
で

今
の
大
き
さ
に
落
ち
着
い
て
き
ま
し
た
。

い
っ
た
ん
雪
を
室
の
形
に
積
み
上
げ
て

固
め
、
一
晩
置
い
て
雪
を
締
め
て
か
ら

く
り
抜
い
て
い
き
ま
す
。
こ
う
す
る
こ

と
で
崩
れ
た
り
し
な
い
丈
夫
な
室
に
仕

上
げ
る
の
で
す
。

想
像
し
た
以
上
に
切
り
立
っ
た
イ
メ

ー
ジ
で
す
ね
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
幅
を
取
ら
な
い
よ
う
に
ス

リ
ム
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
自
動
車

の
通
行
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う

現
代
的
な
理
由
で
す
。
あ
ま
り
に
も
垂

直
で
風
情
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ

こ
数
年
は
裾
を
少
し
つ
け
た
形
に
変
化

し
て
い
ま
す
。

横
手
の
お
も
て
な
し

か
ま
く
ら
に
は
甘
酒
が
つ
き
も
の
。

横
手
で
は
甘
酒
を
甘
え
っ
こ
と
呼
ぶ
の

で
す
が
、「
甘
え
っ
こ
、
飲
ん
で
た
ん

せ
」
と
言
っ
て
、
お
客
様
を
も
て
な
す

の
も
子
ど
も
た
ち
の
楽
し
み
で
す
。

こ
う
い
う
言
葉
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

と
か
お
母
さ
ん
が
、
お
客
様
に
使
う
丁

寧
な
言
葉
な
の
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、

日
頃
そ
う
い
う
言
葉
を
聞
き
な
が
ら
、

自
分
で
も
使
っ
て
み
た
い
な
、
と
思
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

ち
ょ
っ
と
大
人
に
な
っ
た
気
持
ち
で
、

一
家
の
主
に
な
っ
た
よ
う
な
気
分
で
、

「
上
が
っ
て
た
ん
せ
」「
神
様
、
拝
ん
で

た
ん
せ
」
と
言
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
想
像
す
る
に
、
こ
の
日
だ
け
は
、

子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
れ
る
特
別
な

日
な
の
で
す
。

外
か
ら
人
が
来
て
く
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
横
手
の
人
間
は
励
ま
さ
れ
る
ん

で
す
ね
。
そ
れ
で
、
み
ん
な
「
自
分
の

で
き
る
こ
と
で
参
加
し
た
い
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。
昔
語
り
を
や
っ
た
り
、
シ

ャ
ト
ル
バ
ス
の
中
で
か
ま
く
ら
の
説
明

を
し
た
り
。
言
わ
れ
て
や
る
の
で
は
な

右ページ：一番のメインストリートでは、歩道にかまくらがつくられる。夜までの時間、かまくらを借りる
〈かまくら先取り体験〉も申し込める。

左ページ：横手南小学校校庭には生徒がつくったミニかまくらが。明かりが灯されると、とても美しい。この
日は交番もかまくら。テレビの取材クルーにも「上がってたんせ」と子どもたちから声がかかる。
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く
、「
こ
れ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
自
分
に

も
で
き
る
か
ら
」
と
手
を
上
げ
た
人
た

ち
が
や
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
首
か
ら

「
道
案
内
」「
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
ま
す
」

と
い
う
札
を
下
げ
た
人
も
い
ま
す
。

馬
喰

ば
く
ろ
う

町
の
そ
ば
の
不
動
産
屋
さ
ん
が

つ
く
ら
れ
る
雪
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
が
注

目
を
集
め
て
い
ま
す
が
、
豪
快
な
女
性

社
長
さ
ん
が
や
っ
て
お
ら
れ
、
毎
年
バ

ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
で
す
。

「
と
に
か
く
み
ん
な
に
元
気
に
な
っ
て

ほ
し
い
」
と
言
っ
て
、
お
金
も
か
か
る

の
に
全
部
自
腹
で
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
、
人
を
も
て
な
す
こ
と
が

大
好
き
な
土
地
柄
な
の
で
す
。
隣
の
人

が
寄
る
だ
け
で
も
、
自
慢
の
が
っ
こ

（
漬
物
）
で
テ
ー
ブ
ル
の
上
が
い
っ
ぱ
い

に
な
り
ま
す
。
道
を
教
え
て
も
「
ち
ゃ

ん
と
間
違
え
な
い
で
行
っ
た
か
な
」
と

あ
と
を
つ
け
て
行
く
ぐ
ら
い
に
、
親
切

な
人
ば
か
り
で
す
。

か
ま
く
ら
が
ほ
か
の
お
祭
り
と
違
う

の
は
、
観
光
の
お
客
さ
ん
も
参
加
で
き

る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
普
通
は
地
元
の
人
間
だ
け
が
楽

し
ん
で
い
て
、
観
光
客
は
見
て
い
る
だ

け
で
す
が
、
か
ま
く
ら
祭
は
観
光
で
来

た
人
に
も
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
行
事
で

す
。
そ
れ
で
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
の
だ

と
思
い
ま
す
。

基
本
的
に
夜
が
本
番
な
の
で
、
昼
は

空
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
夕
方
４
時

ま
で
の
空
い
て
い
る
時
間
に
、
先
に
か

ま
く
ら
に
入
っ
て
楽
し
ん
で
も
ら
う

〈
か
ま
く
ら
先
取
り
体
験
〉
を
し
た
と

こ
ろ
、
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

美
の
再
発
見

と
に
か
く
た
く
さ
ん
雪
が
降
り
ま
す

か
ら
、
川
に
捨
て
る
に
し
て
も
、
途
中

で
溜
ま
ら
な
い
よ
う
に
川
の
真
ん
中
ま

で
雪
が
い
く
よ
う
に
、
樋
を
渡
し
て
い

る
ほ
ど
な
の
で
す
。

昔
は
さ
ぞ
か
し
大
変
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
が
当
た
り
前
で
生
き
て

き
ま
し
た
。
私
の
小
さ
い
こ
ろ
は
、
藁

で
で
き
た
米
俵
の
中
に
藁
草
履
を
固
定

し
た
〈
踏
み
俵
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

踏
み
固
め
な
が
ら
道
を
つ
く
っ
た
も
の

で
す
。

し
か
し
、
雪
の
な
い
地
方
か
ら
来
た

人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
雪
の
多
さ
が
堪こ

た

え
ら
れ
な
い
魅
力
の
よ
う
で
す
ね
。
今

年
の
か
ま
く
ら
祭
で
も
、
途
中
か
ら
す

ご
く
雪
が
降
っ
て
き
て
、
我
々
は
「
参

っ
た
な
あ
」
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
雪

が
降
ら
な
い
地
方
か
ら
来
た
人
た
ち
は

感
動
し
て
、
雪
ま
み
れ
に
な
っ
て
ず
っ

と
降
る
雪
を
見
上
げ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

桂
離
宮
を
絶
賛
し
た
ド
イ
ツ
人
建
築

家
、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
は
横
手
を
来

訪
し
、
か
ま
く
ら
を
見
て
「
私
は
い
ま

だ
か
つ
て
、
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
も
の
を

見
た
こ
と
が
な
い
」
と
言
っ
た
そ
う
で

す
。
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
横
手
の
か

ま
く
ら
を
訪
れ
た
の
は
１
９
３
６
年

（
昭
和
11
）
。
こ
の
と
き
の
様
子
を
、
著
書



『
日
本
美
の
再
発
見
』
の
中
で
紹
介
し

て
い
ま
す
。

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
（B

runo Julius F
lorian

T
aut

１
８
８
０
〜
１
９
３
８
年
）
ド
イ
ツ
の
東

プ
ロ
イ
セ
ン
・
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
生
ま
れ
の
建

築
家
、
都
市
計
画
家
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
ジ
ー
ド
ル
ン

ク
（
住
宅
団
地
）
で
国
際
的
な
評
価
を
受
け
、

現
・
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
の
教
授
に
就
任
。
ナ
チ

ス
が
政
権
を
掌
握
し
た
ド
イ
ツ
で
、
ソ
連
で
の
活

動
が
問
題
視
さ
れ
、
職
と
地
位
を
追
わ
れ
る
。
日

本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
か
ら
の
招
待
を

機
に
日
本
を
訪
れ
、
祖
国
ド
イ
ツ
に
家
族
を
残
し

た
ま
ま
、
１
９
３
３
年
５
月
に
亡
命
し
た
。
桂
離

宮
を
評
価
し
世
界
に
広
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

仙
台
の
商
工
省
工
芸
指
導
所
（
現
在
の
産
業
技
術

総
合
研
究
所
の
前
身
の
一
つ
）
に
着
任
。
の
ち
に

井
上
房
一
郎
の
招
き
に
よ
り
高
崎
に
移
り
、
群
馬

県
工
業
試
験
場
高
崎
分
場
に
着
任
し
、
竹
、
和
紙
、

漆
器
な
ど
日
本
の
素
材
を
生
か
し
た
家
具
や
工
芸

品
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
産
業
の
近

代
化
に
大
い
な
る
貢
献
を
し
た
。
１
９
３
６
年
ト

ル
コ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら

の
招
請
に
応
え
、
移
住
。
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ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
か
ま
く
ら
を

評
価
し
た
の
は
、
た
ん
な
る
造
形
と
し

て
で
は
な
く
、
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
る

人
の
姿
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。た

だ
の
雪
だ
け
で
も
美
し
い
の
に
、

そ
の
雪
で
室
を
つ
く
っ
て
中
に
招
き
入

れ
る
。
そ
の
お
も
て
な
し
が
人
の
心
を

動
か
す
力
と
い
う
か
、
何
ら
か
の
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

か
ま
く
ら
復
活
と

か
ま
く
ら
職
人

基
本
的
に
は
町
会
ご
と
や
地
域
で
つ

く
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
通
行
の
邪
魔

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
時
期
規
制

が
か
か
っ
た
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
以
降
、
つ
く
る
人
が
減
っ
て
し
ま
っ

て
、
技
術
が
廃す

た

れ
そ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
で
か
ま
く
ら
職
人
と
い
う
役

職
を
つ
く
っ
て
、
観
光
協
会
で
募
集
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
も
20
人

が
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
ま
く
ら
祭

に
向
け
て
、
３
週
間
ぐ
ら
い
の
間
に
、

20
人
で
１
０
０
基
の
か
ま
く
ら
を
つ
く

る
ん
で
す
よ
。

日
本
全
国
に
か
ま
く
ら
を
出
前
す
る

〈
横
手
出
前
か
ま
く
ら
〉
も
請
け
負
っ

て
い
ま
す
。
韓
国
・
ソ
ウ
ル
に
も
行
っ

て
き
ま
し
た
。
私
自
身
も
こ
の
間
は
兵

庫
・
加
古
川
に
行
き
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
雪
は
降
り
ま
せ
ん
が
、
山
間
に
は
雪

大通りに面した不動産屋さんが15年ほど前から始めた光のかまくら。年々規
模が大きくなり、今年はろうそくが1108本。雪が融けないようにろうそくの
下に敷く大根の薄切りを置くだけで、2時間かかったという。誰からともなく
点火を手伝い出した。全社挙げてのイベント準備だが、「みんなの笑顔が見た
い」と続ける南部亮子さん（右端）の志に、一致団結して取り組んでいる。
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い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
か
ま
く
ら
を
、

他
所
か
ら
来
た
人
た
ち
が
「
美
し
い
」

と
評
価
し
て
く
れ
た
。
そ
の
こ
と
で
横

手
の
人
間
が
誇
り
を
持
ち
、
お
も
て
な

し
の
気
持
ち
が
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
、

と
い
う
良
い
相
互
作
用
が
働
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
観
光
と

し
て
外
か
ら
か
か
る
力
と
、
地
元
の
祭

り
と
し
て
の
楽
し
さ
と
い
う
も
の
が
、

う
ま
く
バ
ラ
ン
ス
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。

今
の
時
代
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が

出
ま
す
。
治
水
工
事
に
よ
っ
て
川
の
氾

濫
も
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
も
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
こ
で
敢
え
て
水
の
神
様
を
祀
る
意
味

は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

人
間
は
水
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け

ま
せ
ん
。
年
に
１
回
ぐ
ら
い
は
、「
な

け
れ
ば
生
き
て
い
か
れ
な
い
の
に
、
あ

っ
て
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
も

の
」
に
感
謝
す
る
日
、
と
い
う
の
が
あ

っ
て
も
い
い
の
か
な
、
と
い
う
の
が
私

の
想
い
で
す
。

か
ま
く
ら
祭
は
雪
祭
り
と
し
て
楽
し

ま
れ
て
い
ま
す
が
、
か
ま
く
ら
の
中
に

祀
ら
れ
た
水
神
様
を
見
た
と
き
に
、
そ

ん
な
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
た
だ
け
た

ら
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
３
年
２
月
15
日

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
横
手
か
ら
わ

ざ
わ
ざ
運
ば
な
い
で
近
隣
の
山
か
ら
運

ん
で
か
ま
く
ら
を
つ
く
り
ま
し
た
が
、

雪
の
な
い
所
に
は
横
手
か
ら
雪
を
持
っ

て
い
き
ま
す
。

交
通
の
邪
魔
に
な
る
か
ら
、
と
い
っ

た
ん
廃
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
が
、
観
光

の
価
値
が
高
く
な
る
こ
と
で
復
活
し
た

わ
け
で
す
が
、
今
は
子
ど
も
も
減
っ
て

い
ま
す
か
ら
観
光
化
し
な
か
っ
た
ら
な

く
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
思

っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
観
光
化
は
悪

い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
横
手
市
観

光
物
産
課
の
統
計
で
は
、
観
光
客
数
は

こ
こ
５
年
間
、
14
万
～
17
万
人
で
推
移
、

冬
の
観
光
の
目
玉
に
成
長
し
ま
し
た
。

た
だ
、
地
元
の
行
事
の
部
分
も
大
切

に
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
小

学
生
が
校
庭
に
つ
く
る
ミ
ニ
か
ま
く
ら

や
、
二
葉
町
か
ま
く
ら
通
り
や
武
家
屋

敷
の
通
り
で
、
地
元
の
子
ど
も
会
が
お

も
て
な
し
す
る
か
ま
く
ら
な
ど
も
、
大

事
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

感
謝
す
る
日
と
し
て
も

時
代
の
変
化
で
、
こ
う
い
う
行
事
が

な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
全
国
的

な
傾
向
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
横
手
で

は
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

か
ま
く
ら
で
遊
ん
で
楽
し
い
思
い
を

経
験
し
た
世
代
が
、「
自
分
の
子
ど
も

や
孫
に
も
味
わ
わ
せ
て
や
り
た
い
」
と

身
体
を
動
か
し
た
こ
と
が
一
番
で
は
な

下段右：大きくは７カ所に分かれた
会場で、それぞれに特色あるかまく
らがつくられている。武家屋敷の通
りには、ルーツとなった左義長に因
んで松明（たいまつ）が灯されてい
た。
下段左：かまくら祭の翌日に行なわ
れる梵天（ぼんでん）。梵天は頭飾
りの豪華さを競いながら、旭岡山神
社へ先陣を競って勇壮に奉納する小
正月行事。約280年の歴史があると
いわれている。
1845年（弘化2）全町挙げての巻狩
りが行なわれ、旭岡山神社に無事終
了の報告と無火災祈願をして解散し
たことがルーツといわれる。巻狩り
に参加した火消し、火防組のまとい
の形が、今に受け継がれているとさ
れる。
かまくら祭とは関係ないが、雪祭り
の一つで、城下町 横手の成り立ちを
物語る行事だ。

上段右：個人の敷地内に建つかまくら（写
真上）に上がらせていただき、一献。水神
様にお賽銭を上げるのが、ならわしだ。
上段左：雪道を踏み固めるのに使われた踏
み俵。中に履きものを固定するための藁縄
がつけられている。


