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『
伊
勢
物
語
』
に
詠よ

ま
れ
た
筑
摩
の
祭
は
、

鍋な

べ

釜か

ま

祭ま
つ
り

（
鍋な

べ

冠
か
ん
む
り

祭ま
つ
り

）
と
い
わ
れ
、
毎
年
五

月
三
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
筑
摩
神
社
の
春

の
祭
礼
で
す
。
祭
の
渡と

御ぎ

ょ

は
、
筑
摩
・
上

多
良
・
中
多
良
・
下
多
良
の
四
地
区
の
氏

子
が
参
加
し
て
、
御お

旅た

び

所し

ょ

か
ら
筑
摩
神
社

ま
で
の
約
一
キ
ロ
を
総
勢
二
〇
〇
人
が
ね

り
歩
き
ま
す
。
な
か
で
も
鍋
冠
は
、
七
、

八
歳
の
少
女
八
人
が
一
閑

い

っ

か

ん

張ば

り
の
鍋
と
釜

を
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
ず
つ
冠
り
、
緑
の
狩か

り

衣ぎ

ぬ

に
緋ひ

の
袴
を
つ
け
た
、
平
安
の
昔
を
偲し

の

ば

せ
る
雅
や
か
な
姿
で
、
北
近
江
に
春
を
告

げ
ま
す
。
一
説
に
「
宇
治
の
あ
が
た
祭
」

「
越
中
鳥
坂
の
尻
叩
き
祭
」
と
と
も
に
日
本

三
奇
祭
と
さ
れ
ま
す
。

筑
摩
神
社
の
祭
神
は
、
朝
廷
の
食
物
を

司
る
大
膳

だ

い

ぜ

ん

職し

き

が
祀ま

つ

る
「
御
食
津

み

け

つ

神か

み

」
な
ど

食
べ
物
の
神
々
で
す
。
琵
琶
湖
岸
に
あ
り
、

東
国
と
都
を
結
ぶ
位
置
に
あ
る
筑
摩
に
は
、

桓か

ん

武む

天
皇

て

ん

の

う

（
七
八
一
年
）
の
時
代
か
ら
延え

ん

久き
ゅ
う

二
年
（
一
〇
七
〇
）
に
廃
さ
れ
る
ま
で
、

朝
廷
の
「
御
厨

み

く

り

や

」
が
置
か
れ
ま
し
た
。「
御

厨
」
と
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、

朝
廷
や
有
力
社
寺
へ
食
物
を
調
達
す
る
機

関
や
場
所
を
い
い
ま
す
。
筑
摩
神
社
は
そ

の
鎮
守
と
し
て
崇
敬
さ
れ
ま
し
た
。
鍋
冠

祭
は
、
御
厨
の
よ
う
す
を
映
し
だ
し
た
姿

だ
と
い
わ
れ
、
平
安
時
代
か
ら
今
日
ま
で

連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
平
安
末
期
に
成
立
し
た
『
堤つ

つ
み

中ち
ゅ
う

納な

言ご

ん

物
語

も
の
が
た
り

』
に
は
、
能
登

の

と

鼎か
な
え

、
讃
岐

さ

ぬ

き

釜か

ま

、

大
和
鍋
、
河
内
鍋
な
ど
と
と
も
に
「
筑
摩

の
祭
に
重
ね
る
近
江
鍋
」
が
、
地
方
の
特

産
七
品
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
江
鍋
は
「
筑
摩

鍋
」
と
も
い
わ
れ
、

御
厨
の
存
在
と
と

も
に
、
筑
摩
の
地

が
食
物
に
深
く
関

わ
る
場
所
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い

て
、
特
産
の
鍋
を

祭
器
と
し
て
祭
り

に
取
り
入
れ
て
い

る
こ
と
も
特
徴
で

す
。
鍋
冠
祭
は
米

原
市
の
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

鍋
冠
祭
に
は
い
ま
ひ
と
つ
市
の
指
定
文

化
財
（
有
形
民
俗
文
化
財
）
が
か
か
わ
っ

て
い
ま
す
。
祭
礼
区
の
四
地
区
か
ら
担
ぎ

出
さ
れ
る
太た

い

鼓こ

山や

ま

で
す
。
い
ず
れ
も
高
さ

二
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
舁
山

か

き

や

ま

で
、
下
層
に

太
鼓
が
取
り
つ
け
ら
れ
、
上
層
部
に
は
意

匠
の
異
な
る
屋
根
が
乗
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

下
多
良
の
太
鼓
山
に
は
墨
書

ぼ

く

し

ょ

が
あ
り
、
天

保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
名
工
宮み

や

部べ

太た

兵
衛

へ

え

に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
他
の
山
も
江
戸
時

代
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

太
鼓
山
は
、
他
の
祭
の
山
車

や

ま

と
異
な
り

曳ひ

く
も
の
で
は
な
い
た
め
に
、
足
に
は
車

が
付
い
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
必
ず

舁か

い
て
運
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
各
地
区

の
若
い
男
た
ち
が
肩
に
担
い
で
、
筑
摩
神

社
の
参
道
を
疾
走
し
、
と
き
に
ぐ
る
ぐ
る

と
回
っ
て
、
渡
御
に
時
間
を
か
け
ま
す
。

先
輩
た
ち
か
ら
受
け
継
が
れ
た
、
若
さ
ゆ

え
の
勢
い
と
自
己
主
張
に
、
観
衆
の
拍
手

が
沸
き
あ
が
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
鍋
冠
祭
に
は
神
輿

み

こ

し

が
あ
り
、

か
つ
て
は
琵
琶
湖
へ
の
湖こ

中ち
ゅ
う

渡と

御ぎ

ょ

が
お
こ

な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
人
の
命

を
む
し
ば
む
罪
や
穢け

が

れ
を
湖
で
祓は

ら

い
清
め

た
、
禊み

そ
ぎ

の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。
さ
ら

に
、
曳
山

ひ

き

や

ま

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
米
原
や

長
浜
の
曳
山
と
異
な
り
、
白
木
造
り
の
ま

ま
で
、
飾
り
金
具
な
ど
の
装
飾
品
は
全
く

な
く
、
曳
山
の
初
期
の
様
相
と
さ
れ
ま
す
。

湖
岸
道
路
開
通
ま
で
は
砂
浜
を
曳
か
れ
た

こ
と
か
ら
、
車
輪
に
特
別
な
手
が
加
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
鍋
冠
に
注
目
が
あ
つ
ま

る
祭
で
す
が
、
渡
御
の
列
に
は
、
猿さ

る

田た

彦ひ

こ

、

母
衣

ほ

ろ

、
先
箱

さ

き

ば

こ

や
長
刀

な

ぎ

な

た

な
ど
の
役
や
、
行
列

が
虫
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
付
き
添
い
人
が

引
き
ず
る
竹
（
軽
音

け

い

お

ん

）
な
ど
の
道
具
が
あ

り
、
奥
の
深
い
祭
礼
で
す
。
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史
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神
輿
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中
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御
も


