
六
世
紀
頃
、
国
内
外
の
争
乱
に
心
を
痛
め
ら
れ
た
第
二
十
九
代
・

欽
明
天
皇
は
、
神
功
皇
后
︵
第
十
四
代
・
仲
哀
天
皇
の
皇
后
︶
と
応
神

天
皇
︵
第
十
五
代
︶
の
二
柱
を
豊
前
国
宇
佐
︵
現
在
の
宇
佐
神
宮
︶
に

祀
り
、
天
下
泰
平
・
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
神
前
に
て

馬
上
か
ら
邪
悪
に
見
立
て
た
三
つ
の
的
を
射
さ
し
め
た
の
が
﹁
流
鏑
馬

神
事
﹂
の
起
源
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

寒
川
神
社
の
流
鏑
馬
は
、
古
く
よ
り
﹁
馬
太
夫
﹂
と
呼
ば
れ
る
社
人

に
よ
り
奉
仕
さ
れ
て
き
た
が
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
馬
の
調
達
や

技
術
の
継
承
が
困
難
と
な
り
、
一
時
中
断
の
危
機
を
迎
え
た
。
し
か
し
、

伝
統
あ
る
行
事
を
後
世
に
伝
え
た
い
と
の
強
い
思
い
か
ら
、
昭
和
四
十

一
年
に
大
日
本
弓
馬
会
の
協
力
を
得
て
﹁
武
田
流
﹂
に
よ
り
復
興
さ
れ

今
日
に
至
る
。

当
社
の
神
職
も
実
際
に
射
手
と
し
て
奉
仕
し
て
お
り
、
豪
華
絢
爛

か
つ
勇
壮
華
麗
な
流
鏑
馬
を
維
持
・
継
承
す
る
た
め
、
日
々
研
鑽
を

積
ん
で
い
る
。

や
ぶ
　
　
さ
　
　
め

　
　
　

き
ん
め
い
て
ん
の
う 

じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う 

ち
ゅ
う
あ
い
て
ん
の
う 

お
う
じ
ん

て
ん
の
う 

ぶ
ぜ
ん 

う  

さ

 

て
ん
か
た
い
へ
い 

ご
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う

 

や
ぶ
さ
め

 

う
ま
だ
ゆ
う

寒
川
神
社
流
鏑
馬
神
事
の
概
説
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武田流射手
の正装

寒川神社流鏑馬

流鏑馬 9月19日
例　祭 9月20日

相模國一之宮
馬
場
配
置
図

綾檜笠
あやひがさ

きめん

い ご て

てぶくろ

むかばき

むかばき

こばかま
いぐつ

ゆみ

ゆみ

た ち

じんどうや

わきざし

こそで

よろいひたたれ

よろいひたたれ

せきづる

鬼面

式の的の時に鬼面を付け、
競射のときは鬼面をはずす

射籠手小袖

小袴
（直垂の下）

行騰

手袋

肩に家紋、
手首に蜻蛉を
金糸で入れる

鹿の夏毛を
用いる

神頭矢
腰に三本
たばさむ

とんぼ

脇差

弓

関弦

射沓

弓

太刀
刀身を雨露から
保護するために
尻鞘をかける

鎧直垂

行騰

つるまき

弦巻

鎧直垂

しりさや

本殿神門

馬場末
三の的記録所

二の的一の的

（町　道）
馬場本

参　道

射
手

諸役

Koyo



寒
川
神
社
流
鏑
馬
神
事
次
第

 

よ
 

た
い
 

こ

奉
行
の
打
つ
﹁
寄
せ
の
太
鼓
﹂
を
合
図
に
射
手
・
諸
役
一
同
が
神
門
前
に
勢
ぞ
ろ

い
す
る
。

一
、
出
陣

し
ゅ
つ
じ
ん

奉
行
は
天
長
地
久
の
式
に
用
い
る
鏑
矢
を
神
前
に
奉
献
し
、
願
文
を
奏
上
し
た

あ
と
、
鏑
矢
を
拝
受
し
て
退
出
す
る
。

 

て
ん
 ち

ょ
う
 

ち
 

き
ゅ
う

二
、
鏑
矢
奉
献
・
願
文
奏
上
の
儀

か
ぶ
ら
 

や
 

ほ
う
 

け
ん
 

が
ん
 

も
ん
 

そ
う
 じ

ょ
う
 

ぎ

奉
行
よ
り
命
を
受
け
た
射
手
が
中
央
に
進
み
﹁
五
行
の
乗
法
﹂
を
行
う
。
乗
馬
し
て

左
へ
三
回
、
右
へ
二
回
、
馬
を
回
し
て
中
央
の
位
置
で
馬
を
止
め
、
神
前
に
黙
札

し
た
の
ち
、
鏑
矢
を
弓
に
つ
が
え
て
天
と
地
に
対
し
て
満
月
に
弓
を
引
き
、
天
下

泰
平
・
五
穀
豊
穣
を
祈
念
す
る
。
式
が
終
わ
り
奉
行
・
射
手
・
諸
役
は
行
列
を
組
み

﹁
序
の
太
鼓
﹂
に
合
わ
せ
て
馬
場
に
進
む
。

奉
行
は
記
録
所
に
あ
が
り
、
諸
役
が
持
ち
場
に
就
い
た
の
を
確
か
め
て
﹁
破
の
太
鼓
﹂

を
打
つ
。
馬
場
の
本
・
末
の
扇
方
は
扇
で
準
備
完
了
の
合
図
を
送
り
、
射
手
は
順
番

に
﹁
素
馳
﹂
を
行
う
。

 

ご
 

ぎ
ょ
う
 

じ
ょ
う
 ほ

う

 

じ
ょ
 

た
い
 

こ
 

ば
 

ば

 

き
 

ろ
く
 し

ょ
 

は
 

た
い
 

こ

 

も
と
 

す
え
 

お
う
ぎ
 か

た

 

す
 

ば
せ

三
、
天
長
地
久
の
式

て
ん
 

ち
ょ
う
 

ち
 

き
ゅ
う
 

し
き

馬
場
に
は
三
つ
の
的
が
立
て
ら
れ
、
射
手
は
馬
を
全
速
力
で
走
ら
せ
な
が
ら
、
腰
の

鏑
矢
を
抜
い
て
弓
に
つ
が
え
、
一
の
的
か
ら
次
々
に
射
て
馬
場
を
駆
抜
け
る
。

的
は
一
尺
八
寸
四
方
で
、
檜
板
を
網
代
に
あ
み
、
そ
の
上
に
白
紙
を
張
っ
て
青
黄

赤
白
紫
︵
黒
︶
の
五
色
で
丸
的
を
あ
ら
わ
し
、
的
の
後
ろ
に
四
季
の
花
を
添
え
る
。

 

ま
と

 

ひ
の
き
 い

た
 

あ
じ
 

ろ

四
、
奉
射
︵
式
の
的
︶

 ほ
う
 

し
ゃ

的
は
、
径
三
寸
の
土
器
二
枚
を
合
わ
せ
て
、
中
に
五
色
の
切
紙
を
入
れ
た
小
的
に

変
わ
る
。
的
中
す
る
と
土
器
は
砕
け
、
中
の
五
色
紙
は
花
吹
雪
の
よ
う
に
飛
散
る
。

こ
う
し
て
競
射
が
終
わ
る
と
奉
行
は
記
録
所
で
﹁
止
の
太
鼓
﹂
を
打
ち
鳴
ら
し
、

奉
行
・
射
手
・
諸
役
は
行
列
を
組
ん
で
神
門
前
に
向
う
。

 

か
わ
ら
け
 

こ
 

ま
と

 

く
だ

 

と
 

た
い
 

こ

五
、
競
射

き
ょ
う 

し
ゃ

神
門
前
に
勢
ぞ
ろ
い
し
た
後
、
競
射
の
最
多
的
中
者
は
式
の
的
を
持
っ
て
奉
行
の

前
に
進
み
出
て
跪
座
す
る
。
奉
行
は
扇
を
開
い
て
骨
の
間
か
ら
的
を
検
分
す
る
。
扇

を
た
た
み
太
刀
の
鯉
口
を
切
っ
た
と
き
、
太
鼓
を
﹁
ド
ン
・
ド
ン
・
ド
ン
﹂
と
三
打

し
、
奉
行
の
﹁
エ
イ
・
エ
イ
・
エ
イ
﹂
の
声
に
続
い
て
射
手
・
諸
役
一
同
﹁
オ
ー
﹂

と
唱
和
、
こ
れ
を
三
回
繰
返
し
て
勝
ど
き
を
上
げ
る
。
︵
こ
れ
は
首
実
検
の
意
味
を

現
し
て
い
る
。
︶

 

き
 

ざ

 

た
 

ち
 

こ
い
 ぐ

ち

六
、
凱
陣
の
式

 
が
い
 

じ
ん
 

し
き

凱
陣
の
式
が
終
わ
り
神
門
に
て
、
奉
行
・
射
手
・
諸
役
の
順
に
神
酒
を
拝
戴
し
て

流
鏑
馬
神
事
は
す
べ
て
終
わ
る
。

七
、
直
会

 
な
お
 

ら
い


