
　

地
域
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
受

け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
文
化
「
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬
」。

本
年
10
月
31
日
㈰
か
ら
11
月
３
日
㈷
に
毛

呂
山
町
に
お
い
て
日
本
初
の
「
や
ぶ
さ
め

サ
ミ
ッ
ト
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に

先
駆
け
て
当
コ
ー
ナ
ー
で
は
サ
ミ
ッ
ト
に

参
加
を
す
る
近
県
８
団
体
の
流
鏑
馬
を
毎

月
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第

１
回
は
静
岡
県
袋
井
市
梅
山
八
幡
神
社
の

流
鏑
馬
で
す
。

　

静
岡
県
は
、
現
在
で
も
流
鏑
馬
が
数
多

く
行
わ
れ
て
い
る
地
域
の
一
つ
で
、
現
在

の
流
鏑
馬
処
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
と
く
に
浜
名
湖
に
程
近
い
湖こ

さ
い西

市
内
で
は
３
か
所
の
神
社
で
流
鏑
馬
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

遠
え
ん
し
ゅ
う州
・
袋
井
の
気
候
と
風
土

　

袋
井
市
は
人
口
８
万
７
千
人
、
東
西
約

15
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
17
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
面
積
は
約
１
０
８
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
で
、
毛
呂
山
町
の

３
倍
に
達
し
ま
す
。
江

戸
時
代
に
は
東
海
道

の
江
戸
か
ら
数
え
て

二
十
七
番
目
の
宿
場
町

と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

周
辺
に
は
掛
川
、
吉
田

と
い
っ
た
茶
処
が
あ
り

ま
す
が
、
袋
井
市
の
浅あ

さ

羽ば

地
域
は
全
国
的
な
メ

ロ
ン
の
産
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
太
平

洋
に
面
し
た
袋
井
市

は
、
日
照
時
間
が
長

く
、
年
平
均
気
温
が
16

か
ら
17
度
と
穏
や
か
で

す
が
、
冬
は
「
遠
州
の

（静岡県袋
ふくろい

井市）

流鏑馬サミット
参加団体の紹介①

空か
ら

っ
風か

ぜ

」
と
呼
ば
れ
る
冷
た
い
季
節
風
が

吹
く
た
め
、
実
際
の
気
温
よ
り
も
肌
寒
く

感
じ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

梅
山
八
幡
神
社
の
稚ち

ご児
流
鏑
馬

　

袋
井
市
の
流
鏑
馬
は
、
旧
浅
羽
町
の
梅

山
地
区
で
行
わ
れ
ま
す
。
か
つ
て
は
浅
羽

地
区
の
浅
岡
八
幡
、
八や

は
た幡

八
幡
、
そ
し
て

梅
山
八
幡
の
〝
浅
羽
三
社
〟
そ
れ
ぞ
れ
で

流
鏑
馬
を
執
行
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在

で
は
梅
山
八
幡
神
社
の
流
鏑
馬
だ
け
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

毛
呂
山
町
で
行
わ
れ
て
い
る
流
鏑
馬

は
、
幼
児
や
小
中
学
生
が
乗
り
子
と
し
て

登
場
し
ま
す
が
、
梅
山
八
幡
神
社
の
流
鏑

馬
も
小
学
生
が
騎
乗
し
て
い
ま
す
。

的ま
と
う
ま馬
と
従

じ
ゅ
う
ろ
っ
そ
う

陸
掃

　

梅
山
八
幡
神
社
の
流
鏑
馬
で
は
２
人
の

射
手
が
登
場
し
ま
す
。

　

１
人
は
黒
い
衣
装
に
身
を
纏ま

と

っ
た
「
的

馬
」、も
う
１
人
は
華
や
か
な
衣
装
の
「
従

陸
掃
」
で
す
。
と
も
に
顔
に
は
化
粧
を
施

し
ま
す
。

　

馬
場
に
は
３
つ
の
的
が
設
け
ら
れ
、
的

馬
、
従
陸
掃
が
歩
く
馬
の
上
か
ら
３
回
ず

つ
騎
射
を
行
い
ま
す
。
的
は
薄
く
細
長
い

板
を
広
げ
た
も
の
で
、
的
に
矢
が
命
中
す

る
と
馬
場
に
詰
め
掛
け
た
観
衆
か
ら
大
き

な
拍
手
と
歓
声
が
上
が
り
ま
す
。

中
断
か
ら
復
活
へ

　

梅
山
八
幡
神
社
の
流
鏑
馬
は
、
昭
和
19

年
を
最
後
に
昭
和
時
代
は
一
度
も
行
わ
れ

る
こ
と
な
く
時
が
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。

長
い
中
断
の
後
、
平
成
２
年
、
実
に
46
年

ぶ
り
に
流
鏑
馬
が
復
活
し
ま
し
た
。
旧
浅

羽
町
が
人
口
増
加
期
を
迎
え
、
転
入
者
の

地
域
へ
の
関
心
が
旧
住
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
生
み
、
か
つ
て
の
お
祭
り
の
形
を

踏と
う
し
ゅ
う

襲
し
つ
つ
、
新
し
い
要
素
を
入
れ
な
が

ら
復
活
し
た
の
で
す
。
復
活
か
ら
20
年
を

経
た
今
で
は
、
す
っ
か
り
地
域
の
お
祭
り

と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。

　

流
鏑
馬
当
日
は
、
こ
の
地
方
で
多
く
見

ら
れ
る
二
輪
の
「
山だ

し車
」
も
繰
り
出
し
、

華
や
か
で
見
ご
た
え
が
あ
り
ま
す
。

梅山八幡神社の流鏑馬

的馬（左）と従陸掃（右）

静岡県袋井市

従陸掃の騎射
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