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篠
しのづか

塚稲荷神社の流
やぶ さ め

鏑馬

　

流や
ぶ
さ
め

鏑
馬
が
祭
り
に
登
場
す
る
場
合
、
様

ざ
ま
な
形
が
あ
り
ま
す
。
毛
呂
山
町
や
埼

玉
県
内
の
鎌
倉
街
道
沿
い
に
あ
っ
た
流
鏑

馬
は
、
流
鏑
馬
が
祭
り
の
中
心
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
別
の
祭
り
の
一
部
と
し
て
流

鏑
馬
を
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
栃
木
県

小お

山や
ま

市
の
篠し

の
づ
か塚
稲
荷
神
社
の
流
鏑
馬
は
、

初は
つ

午う
ま
さ
い祭
で
飾
り
馬
の
巡
行
に
流
鏑
馬
が

伴
っ
て
い
る
祭
り
と
い
え
ま
す
。

　

栃
木
県
南
部
に
位
置
す
る
小
山
市
は
、

古
代
は
国こ

く
ふ府

・
国こ

く
ぶ
ん
じ

分
寺
・
国こ

く
ぶ
ん
に
じ

分
尼
寺
が
置

か
れ
、
下し

も
つ
け野

国
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
ま

し
た
。
中
世
に
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
小

山
氏
が
活
躍
し
、
江
戸
時
代
に
は
日
光
街

道
の
宿
場
町
と
し
て
賑に

ぎ

わ
い
、
豊
か
な
伝

統
の
も
と
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
人
口
約

16
万
２
千
人
、
面
積
は
約
１
７
２
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
関
東
北
部
の
交
通
の
要よ

う

衝し
ょ
う
ち地
に
あ
り
、
市
域
の
中
央
を
流
れ
る
思お

も
い

川が
わ

も
か
つ
て
は
舟
運
が
盛
ん
だ
っ
た
河か

し岸

で
す
。
ま
た
、小
山
市
は
「
開
運
の
ま
ち
」

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
日
本
の
歴

史
を
左
右
す
る
よ
う
な
大
き
な
で
き
ご
と

に
関
係
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
源
頼
朝

に
関
す
る
こ
と
で
す
。
12
世
紀
中
頃
、
弓

の
名
手
藤
原
秀ひ

で
さ
と郷
の
子
孫
に
あ
た
る
政ま

さ
み
つ光

が
「
小
山
」
を
名
乗
り
、
小
山
氏
が
興お

こ

り

ま
し
た
。
小
山
氏
は
政
光
の
妻
寒
川
尼
が

源
頼
朝
の
乳
母
だ
っ
た
た
め
、
源
頼
朝
に

付
き
、
寿じ

ゅ
え
い永

２
年
（
１
１
８
３
）、
現
在

の
栃
木
県
野
木
町
域
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た

「
野の

ぎ
の
み
や

木
宮
の
合
戦
」
で
頼
朝
に
敵
対
す
る

常ひ
た
ち陸
国
（
茨
城
県
）
の
志し

田だ

義
広
を
敗
走

さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
戦
い
は
、
頼
朝
を
平

家
打
倒
に
向
か
わ
せ
た
重
要
な
戦
い
と
な

り
ま
し
た
。

　

ふ
た
つ
め
は
徳
川
家
康
に
関
す
る
も
の

で
す
。
慶
長
５
年
（
１
６
０
０
）、
徳
川

家
康
が
、
上
杉
討
伐
の
た
め
会
津
に
向
か

う
途
上
、
小
山
に
本
陣
を
置
き
ま
し
た
。

そ
の
時
、
石
田
三
成
挙
兵
の
一い

っ
ぽ
う報

に
よ
り

家
康
は
急
き
ょ
軍
議
を
開
き
、
石
田
討
伐

に
動
く
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
を

「
小
山
評ひ

ょ
う
じ
ょ
う

定
」
と
い
い
、
こ
の
こ
と
が
後

の
関
ヶ
原
合
戦
で
の
勝
利
を
も
た
ら
し
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
２
つ
の
運
命
を
開
く
で
き
ご
と
は

い
ず
れ
も
小
山
市
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
「
開
運
の
ま
ち
」
と
い
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。

　

篠
塚
稲
荷
神
社
の
流
鏑
馬
は
、
小
山
市

大
字
大お

お
も
と本
・
小こ

ぐ
す
り薬
・
松
沼
の
３
地
区
で
行

な
っ
て
い
ま
す
。
当
社
の
流
鏑
馬
は
馬
の

背
中
に
和わ

ぐ
ら鞍

を
付
け
、
そ
の
上
に
７
枚
の

布
団
を
重
ね
、
華
や
か
な
帯
を
垂
ら
し
、

布
団
の
上
に
は
大
き
な
御ご

へ
い幣

を
祀ま

つ

っ
て
地

区
中
を
練
り
歩
く
飾
り
馬
と
と
も
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
飾
り
馬
に
は
、
神
を
迎
え

て
送
る
神
様
の
乗
り
物
と
し
て
の
重
要
な

役
割
が
あ
り
ま
す
。
飾
り
馬
は
神し

ん
め馬
で
あ

り
、
神
馬
を
飾
っ
た
布
団
は
赤
ち
ゃ
ん
を

健
康
に
育
て
る
お
守
り
と
な
り
ま
す
。

　

神
馬
を
出
す
家
は
名
誉
な
こ
と
で
は
あ

り
ま
す
が
、
流
鏑
馬
を
行
う
に
は
若
く
て

良
い
馬
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
神
馬
と
し

た
馬
は
、
流
鏑
馬
以
後
、
農
耕
馬
と
し
て

使
わ
ず
、
そ
の
ま
ま
手
離
し
て
し
ま
っ
た

と
い
い
ま
す
か
ら
大
変
な
負
担
だ
っ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

流
鏑
馬
の
的
占
い
は
よ
く
聞
か
れ
る
伝

承
で
す
が
、
こ
こ
篠
塚
稲
荷
神
社
の
流

鏑
馬
で
も
一
の
的
は
早わ

せ稲
、
二
の
的
は
中な

か

稲て

、
三
の
的
は
晩お

く
て稲

が
豊
作
に
な
る
と
い

う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
古
い
起
源
を
も
つ

太だ
い
だ
い
か
ぐ
ら

々
神
楽
も
あ
わ
せ
て
奉
納
さ
れ
、
餅
投

げ
も
行
わ
れ
、
参
拝
者
の
賑に

ぎ

や
か
な
歓
声

が
あ
が
り
ま
す
。
祭
り
の
日
は
、
地
域
の

人
た
ち
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
集
ま
り
、

楽
し
み
に
待
っ
て
い
た
様
子
が
伝
わ
っ
て

く
る
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
祭
り
で
す
。

栃木県小山市

座布団を背に積んだ飾り馬

飾
り
馬
と
流
鏑
馬

騎射のようす

古
い
歴
史
と
開
運
の
町
・
小
山
市

豊
凶
占
い
の
伝
承
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