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湯立神事の奇祭といわれる遠山郷霜月祭り。

長野県の最東南端で、美濃と三河と遠江から信州の内陸に入り込んだ地である遠山谷が

〈神様王国〉と呼ばれているのは、神にすがらなければ生きていけない厳しさの裏返し。

それでも湯立神事を再生行事ととらえ、ポジティブに楽しむ

和田諏訪神社遠山霜月祭り保存会の鎌倉直衛さんにお話をうかがいました。

厳
し
い
立
地

中
央
高
速
飯
田
IC
か
ら
遠
山
郷
に
向

か
う
道
す
が
ら
に
は
、
天
竜
川
の
そ
こ

か
し
こ
に
砂
利
採
取
の
拠
点
が
あ
る
。

急
傾
斜
地
を
削
り
な
が
ら
谷
底
を
流
れ

る
川
に
は
、
山
か
ら
崩
落
し
た
土
砂
が

流
れ
込
む
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
地
域
で
は
山
地
崩
落
の
こ
と
を

ナ
ギ
と
呼
ぶ
そ
う
だ
。
ナ
ギ
に
よ
っ
て

峡
谷
が
閉
塞
す
る
と
天
然
の
ダ
ム
湖
が

形
成
さ
れ
、
や
が
て
水
圧
に
耐
え
き
れ

ず
に
決
壊
す
る
、
と
い
う
現
象
が
繰
り

返
さ
れ
て
き
た
。
１
９
４
９
年
（
昭
和
24
）

に
も
山
津
波
が
起
き
て
井
ノ
木
沢
が
押

し
出
さ
れ
、
遠
山
中
学
校
が
流
さ
れ
た

と
い
う
か
ら
、
こ
の
地
の
人
々
は
大
変

厳
し
い
自
然
条
件
の
所
に
暮
ら
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

ナ
ギ
は
蛇
抜

じ
ゃ
ぬ

け
と
も
呼
ば
れ
る
。
崩

落
の
痕
が
緑
の
山
中
に
赤
い
地
肌
を
露

出
さ
せ
、
大
蛇
が
這
っ
た
痕
の
よ
う
に

見
え
る
か
ら
だ
と
い
う
。
急
傾
斜
の
山

中
に
、
島
や
池
と
い
う
地
名
が
残
る
の

も
、
天
然
ダ
ム
湖
が
か
つ
て
存
在
し
た

こ
と
を
裏
づ
け
る
し
、
そ
う
い
う
地
名

の
所
に
は
氾
濫
原
の
跡
が
残
り
、
砂
が

堆
積
し
て
い
る
所
も
あ
る
。

三
峰
川
、
小
渋
川
、
遠
山
川
は
山
深

い
地
域
の
水
を
集
め
、
中
央
構
造
線
に

沿
っ
て
深
い
Ｖ
字
谷
を
刻
み
、
や
が
て

天
竜
川
へ
と
合
流
す
る
。
遠
山
谷
、
遠

山
郷
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
内

の
最
東
南
端
に
位
置
す
る
遠
山
川
水
系

を
い
う
。
こ
の
深
い
谷
は
、
諏
訪
湖
に

端
を
発
し
、
赤
石
山
脈
と
伊
那
山
脈
と

の
間
を
南
北
に
走
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

中
央
構
造
線
と
呼
ば
れ
る
世
界
有
数
の

大
断
層
だ
。
関
東
か
ら
九
州
ま
で
西
南

日
本
を
縦
断
す
る
大
断
層
系
で
、
中
央

構
造
線
を
境
に
北
側
を
西
南
日
本
内
帯
、

南
側
を
西
南
日
本
外
帯
と
呼
ぶ
。
一
部

は
活
断
層
で
あ
る
。

ち
な
み
に
中
央
構
造
線
と
糸
魚
川
静

岡
構
造
線
は
、
諏
訪
湖
周
辺
で
交
差
し

て
い
る
。

遠
山
郷
の
歴
史

遠
山
谷
に
残
る
地
名
か
ら
見
て
も
、

自
然
災
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
歴
史

を
推
測
で
き
る
。
現
在
〈
神
様
王
国
〉

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
神
や
祭

り
が
残
る
の
も
、
頻
発
す
る
大
災
害
や

凶
作
に
よ
る
飢
饉

き
き
ん

、
疫
病
流
行
が
背
景

に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

急
峻
な
山
腹
や
わ
ず
か
な
緩
斜
面
に

は
、
縄
文
時
代
の
居
住
跡
も
確
認
で
き

る
。
文
献
に
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、

１
１
８
６
年
（
文
治
２
）
『
吾
妻
鏡
』。
年

貢
を
納
め
て
い
な
い
荘
園
名
と
し
て

「
江
儀
遠
山
庄
」
の
名
前
が
登
場
す
る
。

美
濃
の
「
遠
山
庄
」
と
区
別
す
る
た
め
、

江
儀
山
の
名
前
を
冠
し
た
と
思
わ
れ
、

遠
山
と
は
書
い
て
字
の
ご
と
く
、
僻
地

を
思
わ
せ
る
名
前
で
あ
る
。

１
１
８
５
年
（
文
治
元
）
鶴
岡
八
幡
宮
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鎌倉 直衛さん

かまくら なおえ

和田諏訪神社遠山霜月祭保存会会長
南信濃まちづくり委員会副委員長

1935年飯田市南信濃和田生まれ。
1990年ごろから保存会会長を務める。

「なにしろ、祭りが好きなもんで」と言う
鎌倉さん。霜月祭りはとにかく長丁場。面
が登場する（式次第の十二）のは、諏訪神
社の場合深夜になるので、次ページの写真
のように明るいうちから踊り続けている体
力に、ただただ驚嘆する。
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の
供
僧
二
十
五
坊
中
の
蓮
華
坊
の
料
所

と
な
っ
た
。
信
濃
国
で
唯
一
の
鶴
岡
八

幡
宮
の
神
領
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
理
由

は
不
明
だ
が
、
豊
か
な
森
林
資
源
か
、

秋
葉
街
道
（
か
つ
て
の
諏
訪
道
）
が
通
る
交

通
の
要
衝
と
し
て
の
価
値
が
目
当
て
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

鶴
岡
八
幡
宮
の
荘
園
と
な
っ
た
た
め

に
、
八
幡
社
が
分
祀
勧
請
さ
れ
た
。
鎌

倉
姓
を
名
乗
る
家
も
多
く
、
鎌
倉
と
の

関
係
が
色
濃
く
残
る
地
域
で
あ
る
。

遠
山
氏
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
地

頭
代
と
し
て
荘
園
を
管
理
し
て
い
た
と

み
ら
れ
る
が
二
つ
の
説
が
あ
っ
て
は
っ

き
り
し
て
い
な
い
。
遠
山
氏
の
中
で
も

著
名
な
の
は
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
初
期

ま
で
の
遠
江
守
景
広
と
土
佐
守
景
直
の

二
代
で
、
１
５
７
２
年
（
元
亀
３
）
武
田

信
玄
が
遠
山
谷
を
通
っ
て
遠
江

と
お
と
う
み

・
三
方

み
か
た
が

原は
ら

に
侵
攻
し
た
と
き
に
は
軍
事
輸
送
の

大
役
を
果
た
し
た
。
武
田
家
滅
亡
の
の

ち
に
は
家
康
に
属
し
て
所
領
を
安
堵
さ

れ
、
家
康
の
関
東
移
封
に
伴
っ
て
い
っ

た
ん
関
東
に
移
っ
た
の
ち
、
再
び
こ
の

地
を
領
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
１
６
１
８
年
（
元
和
４
）
土

佐
守
景
直
の
没
後
に
跡
を
継
い
だ
加
兵

衛
景
重
が
わ
ず
か
２
年
で
死
亡
。
こ
こ

で
起
こ
っ
た
相
続
争
い
が
い
さ
め
ら
れ

て
改
易
と
な
り
、
久
し
く
こ
の
地
を
支

配
し
た
遠
山
氏
は
滅
亡
す
る
こ
と
に
な

る
。
遠
山
一
族
は
改
易
後
も
帰
農
し
て

名
主
な
ど
を
務
め
、
遠
山
谷
に
留
ま
っ

た
。

遠
山
６
カ
村
は
一
部
を
除
い
て
幕
府

の
直
轄
領
と
さ
れ
た
。
一
説
に
は
、
豊

富
な
森
林
資
源
を
幕
府
が
手
中
に
収
め

よ
う
と
し
た
た
め
の
改
易
で
は
な
い
か
、

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
村
人
の

間
に
は
、
百
姓
一
揆
に
よ
っ
て
遠
山
氏

が
滅
ん
だ
と
言
う
伝
承
も
あ
る
。
こ
こ

に
遠
山
氏
の
遺
恨
を
鎮
め
る
、
と
い
う

要
素
が
、
霜
月
祭
り
に
加
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

改
易
後
は
早
く
も
江
戸
城
天
守
閣
の

用
材
が
伐
り
出
さ
れ
、
１
６
７
７
年

（
延
宝
５
）
か
ら
は
年
貢
を
米
で
は
な
く

榑
木

く
れ
き

で
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
過
度
な
伐
採
に
よ
っ
て
１
０
０
年

後
に
は
尽
山

つ
き
や
ま

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
こ
と
は
、
年
貢
が
１
７
７
６
年
（
安

永
５
）
か
ら
金
納
に
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
れ
で
も
１
７

８
８
年
（
天
明
８
）
京
都
大
火
で
類
焼
し

た
東
本
願
寺
の
再
建
の
た
め
の
用
材
を
、

遠
山
谷
の
25
の
山
々
か
ら
伐
り
出
し
て

い
る
。

こ
の
と
き
の
経
緯
を
紀
行
文
風
に
書

い
た
の
が
１
７
９
８
年
（
寛
政
10
）
華か

誘ゆ
う

居
士

こ
じ

に
よ
る
『
遠
山
奇
談
』
で
あ
る
。

用
材
を
伐
り
出
し
に
遠
山
を
訪
ね
た

遠
州
・
浜
松
の
僧
と
同
行
７
人
の
経
験

と
聞
き
書
き
を
元
に
、
絵
図
を
加
え
、

奇
抜
で
摩
訶
不
思
議
な
体
験
談
が
ち
り

ば
め
ら
れ
た
こ
の
紀
行
文
に
つ
い
て
は
、

遠
山
研
究
者
の
間
に
賛
否
両
論
あ
る
も

の
の
、
遠
山
に
対
す
る
関
心
を
全
国
に

広
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
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竜
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和田タイプ 

上町タイプ 

下栗タイプ 

和田／諏訪神社 

大町／遠山天満宮 

尾野島（八重河内）／正八幡神社 

木沢／正八幡神社 

八日市場／日月神社 

秋葉街道には、たくさんの神様の面が石に彫られていた。険
しい山々の谷筋に開けた街道は、三河、遠江、信濃を結ぶ重
要な要衝であった。

国
土
地
理
院
基
盤
地
図
情
報
（
縮
尺
レ
ベ
ル
２
５
０
０
０
）「
長
野
、

静
岡
」
及
び
、
国
土
交
通
省
国
土
数
値
情
報
「
河
川
デ
ー
タ
（
平

成
20
年
）、
鉄
道
デ
ー
タ
（
平
成
20
年
）、
行
政
区
域
デ
ー
タ
（
平

成
７
年
、
平
成
21
年
）」
よ
り
編
集
部
で
作
図



１
７
１
８
年
（
享
保
３
）
の
遠
山
大
地

震
に
続
き
、
１
７
３
１
年
（
享
保
16
）
に

は
３
年
続
き
の
凶
作
で
、
６
カ
村
合
わ

せ
て
１
５
３
０
人
の
餓
死
者
を
出
す
。

和
田
で
は
当
時
の
人
口
８
８
０
人
中
３

２
０
人
が
餓
死
し
た
と
さ
れ
、
山
間
集

落
の
厳
し
い
現
実
が
う
か
が
わ
れ
る
。

遠
山
谷
は
ま
た
、
民
俗
学
の
宝
庫
と

い
わ
れ
、
柳
田
國
男
、
折
口
信
夫
も
訪

れ
て
い
る
。
地
理
的
に
は
本
州
内
陸
の

奥
深
く
で
海
か
ら
遠
く
、
山
に
閉
ざ
さ

れ
て
は
い
る
が
、
道
は
通
じ
て
お
り
、

外
に
開
い
た
窓
か
ら
流
入
し
て
き
た
文

化
が
、
こ
の
谷
で
醸
成
さ
れ
独
自
な
形

を
生
み
出
し
た
、
と
『
遠
山
谷
南
部
の

民
俗
』（
飯
田
市
美
術
博
物
館
２
０
０
８
）
の

巻
頭
に
書
く
の
は
、
柳
田
國
男
記
念
伊

那
民
俗
学
研
究
所
所
長
の
野
本
寛
一
さ

ん
だ
。
野
本
さ
ん
は
ま
た
、「
民
の
幸

せ
」
を
意
識
す
る
の
が
民
俗
学
で
あ
る

と
柳
田
は
考
え
て
い
た
し
、
今
も
そ
う

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
民
俗

学
的
蓄
積
と
現
実
の
生
活
様
式
が
乖
離

か
い
り

す
る
現
今
に
あ
っ
て
は
、
民
俗
学
だ
け

に
現
状
改
革
の
即
効
性
を
求
め
る
に
は

無
理
が
あ
る
、
と
書
く
。

物
の
飢
え
は
克
服
で
き
た
が
、
永
い

民
俗
生
活
で
培
っ
て
き
た
心
を
支
え
る

論
理
や
精
神
が
、
民
俗
慣
行
の
喪
失
と

と
も
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を

取
り
戻
す
に
は
、
学
問
領
域
を
超
え
た

協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
民
俗
学
は
地

味
で
は
あ
る
が
根
強
い
力
を
持
っ
て
い

る
、
と
続
け
て
い
る
。

霜
月
祭
り
と
は

今
回
お
話
を
う
か
が
っ
た
霜
月
祭
り

保
存
会
の
鎌
倉
直
衛
さ
ん
は
、
和
田
地

区
に
あ
る
諏
訪
神
社
の
氏
子
で
あ
る
。

和
田
地
区
は
、
遠
山
谷
南
部
の
中
で
最

大
の
氾
濫
原
を
持
ち
、
か
つ
て
は
水
田

と
畑
地
が
広
が
っ
て
い
た
。
和
田
の
語

源
は
、
川
が
輪
を
な
し
て
回
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
宿
場
町
と
し
て
も
栄
え
、
商
店

な
ど
も
あ
っ
て
、〈
マ
チ
〉
と
呼
ば
れ

た
。和

田
は
秋
葉
街
道
に
面
し
た
町
だ
。

秋
葉
街
道
は
、
か
つ
て
〈
諏
訪
道
〉
と

呼
ば
れ
、
諏
訪
信
仰
の
道
と
し
て
発
達
。

近
世
に
な
っ
て
家
康
の
庇
護
に
よ
っ
て

遠
州
秋
葉
山
の
火
伏
鎮
護

ひ
ぶ
せ
ち
ん
ご

の
信
仰
が
全

国
に
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
秋
葉
詣
で
の

人
た
ち
の
往
来
で
賑
わ
い
、〈
秋
葉
街

道
〉
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

杖
突

つ
え
つ
き

、
分
杭

ぶ
ん
ぐ
い

と
い
っ
た
地
名
の
残
る
、

峠
越
え
が
い
く
つ
も
あ
る
険
し
い
道
は
、

同
時
に
塩
の
道
で
も
あ
っ
た
。

湯
立
神
事
の
奇
祭
と
い
わ
れ
る
こ
の

祭
り
は
、
遠
山
の
各
地
の
神
社
で
行
な

わ
れ
た
こ
と
か
ら
、〈
遠
山
祭
り
〉
ま

た
は
遠
山
氏
の
鎮
魂
を
祈
っ
て
の
要
素

も
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
〈
祖
霊
祭
り
〉

な
ど
と
呼
ば
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
名

が
あ
っ
た
。
最
近
で
は
〈
霜
月
祭
り
〉

に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

霜
月
祭
り
は
、
両
部
神
道

り
ょ
う
ぶ
し
ん
と
う

に
よ
る
湯
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湯立のための水の調達にも、細かい
決まり事があり、和田タイプでは

〈浜水汲み〉という。両親のそろっ
た男女が川縁に山神と水神の幣束を
立てて注連縄を張り、その間から七
柄杓半の水を汲むが、川の流れに逆
らってはいけないとされる。
左は四十二の面の中でも、舞が特に
難しいといわれる猿の舞。〈猿田彦
大神〉で悪病をサル、エンコ（縁故）
を結ぶ、にかけたという。左下は遠
山郷土館。戦国時代、この地の領主
であった遠山氏の 当時の栄華を偲び
再現された和田城が郷土館になって
いる。係の人のお顔を拝見すると、
前日、猿を舞った方だった。



立
祭
り
で
、
清
和
天
皇
の
貞
観
年
間

（
８
５
９
〜
８
７
７
）
に
宮
廷
で
行
な
わ
れ

た
祭
事
を
模
し
た
湯
立
が
、
ほ
ぼ
原
型

の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
祭
り
が
文
献
に
表
わ
れ
た

の
は
、
１
８
１
２
年
（
文
化
９
）
に
本
居

宣
長
が
著
し
た
『
玉
勝
間
』
で
あ
る
。

両
部
神
道

神
仏
習
合
思
想
の
一
つ
で
、
仏
教
の
真
言
宗
（
密

教
）
か
ら
の
神
道
解
釈
に
基
づ
く
。

密
教
で
は
、
宇
宙
は
大
日
如
来
の
顕
現
で
あ
り
、

大
日
如
来
を
中
心
に
し
た
金
剛
界
と
胎
蔵
界
の
両
部

の
曼
陀
羅
に
描
か
れ
た
仏
菩
薩
を
本
地
（
ほ
ん
じ
）

と
し
、
日
本
の
神
々
は
そ
の
垂
迹
（
す
い
じ
ゃ
く
）

と
解
釈
し
た
。

し
か
し
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
な

る
と
、
逆
に
、
神
こ
そ
が
本
地
で
あ
り
仏
は
仮
の
姿

で
あ
る
と
す
る
神
本
仏
迹
説
を
主
張
す
る
伊
勢
神
道

な
ど
が
表
わ
れ
、
明
治
に
な
っ
て
行
な
わ
れ
た
神
仏

分
離
に
よ
っ
て
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
て
、
神
道
教

義
の
主
流
派
の
地
位
を
失
っ
た
。

遠
山
谷
は
そ
の
厳
し
さ
故
に
山
岳
宗

教
の
修
行
の
場
と
し
て
修
験
者
も
訪
れ
、

霜
月
祭
り
に
も
そ
の
要
素
が
加
わ
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
遠
山
谷
は
美
濃
、

三
河
、
遠
江
か
ら
信
州
の
内
陸
に
入
り

込
ん
だ
地
で
あ
る
が
、
霜
月
祭
り
と
三

河
の
花
祭
り
は
酷
似
し
て
お
り
、
花
祭

り
は
熊
野
の
修
験
者
が
伝
え
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

郷
土
館
に
は
南
信
濃
の
全
部
の
神
社

の
面

お
も
て

が
保
管
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
神
事

で
使
う
神
聖
な
も
の
な
の
で
、
伝
統
芸

能
の
実
演
と
し
て
舞
う
と
き
に
は
レ
プ

リ
カ
を
使
う
と
い
う
。
舞
も
、
祭
り
で

し
か
舞
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
も
あ
り
、

こ
う
し
た
決
ま
り
は
厳
格
に
守
ら
れ
て

い
る
。

面
を
着
け
て
四
十
二
の
神
々
に
お
い

で
い
た
だ
く
「
面
」
の
段
は
、
神
事
で

は
な
く
余
興
だ
と
い
う
が
、
夜
通
し
行

な
わ
れ
る
祭
り
の
深
夜
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
で
も
あ
る
。
大
変
印
象
的
で
、
宮

崎
駿
監
督
の
映
画
「
千
と
千
尋
の
神
隠

し
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。

１
９
７
９
年
（
昭
和
54
）
２
月
に
文
化

庁
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

か
ら
は
、
祭
り
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。

遠
山
谷
に
諏
訪
神
社
が
創
建
さ
れ
た

の
は
、
鎌
倉
時
代
の
１
２
１
９
年
（
承

久
元
）
。
祭
り
の
由
来
は
、
神
を
崇
拝
す

る
当
地
の
先
人
が
鎌
倉
に
上
り
、
湯
立

神
楽
を
遠
山
地
方
に
伝
え
た
と
い
う
説

と
、
伊
勢
神
楽
の
一
部
を
伝
承
し
た
と

い
う
説
が
あ
る
。

そ
の
後
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
改
易
で

１
６
１
８
年
（
元
和
４
）
滅
亡
し
た
遠
山

氏
の
祖
霊
を
祀
る
儀
式
が
加
え
ら
れ
、

遠
山
谷
の
人
々
の
再
生
行
事
の
祭
り
と

し
て
続
け
ら
れ
て
き
た
。

鎌
倉
さ
ん
に
よ
る
と
、
人
間
が
働
い

て
い
る
と
や
が
て
「
力
」
が
衰
え
て
く

る
。
そ
の
と
き
に
、
生
き
る
魂
を
甦
ら

せ
る
た
め
に
神
の
力
を
頂
く
行
事
が
再

生
行
事
だ
と
い
う
。
実
際
、
鎌
倉
さ
ん

自
身
も
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
も
、
単
に

伝
統
を
守
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
霜

月
祭
り
が
持
つ
こ
う
し
た
「
力
」
を
意

識
す
る
こ
と
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維

持
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。

25 地縁が息づく神様王国
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和
田
の
霜
月
祭
り
　
式
次
第

一
　

湯
の
式

神
楽
歌
を
歌
い
、
神
様
に
お
い
で
い
た
だ
く

二
　

踏
み
な
ら
し
の
舞

祭
事
を
始
め
る
場
所
を
清
め
る
地
鎮
祭

三
　

湯
開
き

竃
（
か
ま
ど
）
の
五
方
を
清
め
て
か
ら
湯
蓋
　

を
取
り
除
く

四
　

一
の
湯

神
様
を
湯
の
上
に
お
迎
え
し
て
、

ま
ず
１
回
目
の
お
湯
を
ご
馳
走
す
る

五
　

下
堂
祓

げ
ど
う
ば
ら

い

扇
剣
の
舞

六
　

二
の
湯

２
回
目
の
お
湯
を
ご
馳
走
す
る

七
　

願
ば
た
き

祈
願
成
就
し
た
と
き
に
、

神
様
へ
の
お
礼
を
申
し
上
げ
る
た
め
に
舞
う

八
　

神
子
の
湯

生
来
虚
弱
の
者
、
大
病
に
か
か
り
、

神
様
に
願
を
か
け
、
願
が
か
な
っ
た
者
が

神
子
に
な
る
た
め
の
儀
式

九
　

祝
儀
の
舞

神
子
に
な
っ
た
祝
い
の
舞

十
　

鎮
め
の
湯

特
に
念
入
り
に
、

神
様
に
最
後
の
お
湯
を
差
し
上
げ
る

十
一

や
お
と
め

神
々
の
面
に
お
い
で
い
た
だ
く
た
め
の
舞

十
二

面四
十
二
の
神
々
に
お
い
で
い
た
だ
く

十
三

神
送
り

祭
事
に
お
い
で
い
た
だ
い
た
神
様
に

お
帰
り
い
た
だ
く
た
め
の
申
し
上
げ

十
四

か
す
舞

神
送
り
に
て
送
り
出
し
た
あ
と
も

ま
だ
残
っ
て
い
る
神
様
に
、
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も
う
ご
馳
走
は
カ
ス
し
か
な
い

と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
舞

十
五

ひ
い
な
下
し

ま
だ
残
っ
て
い
る
神
様
に
帰
っ
て
い
た
だ

く
よ
う
、
ひ
い
な
を
下
ろ
し
て
し
ま
う

十
六

金
剣

か
な
つ
る
ぎ

の
舞

ま
だ
、
ひ
い
な
に
残
る
悪
い
神
様
を

切
り
捨
て
る
た
め
に
舞
う

鎌
倉
さ
ん
が
語
る
霜
月
祭
り

霜
月
祭
り
は
火
の
神
様
に
よ
っ
て
、

水
の
神
様
か
ら
頂
い
た
清
い
水
を
沸
か

し
、
日
本
の
八
百
万

や
お
よ
ろ
ず

の
神
を
招
い
て
、

沸
か
し
た
お
湯
を
差
し
上
げ
る
と
同
時

に
、
祭
り
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
人
々
に

も
「
水
の
王
」
が
湯
を
浴
び
せ
て
活
力

を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
主
体
で
す
。

ま
た
、
過
ぎ
て
い
く
年
に
感
謝
を
捧
げ
、

来
る
年
の
安
全
祈
願
を
す
る
祭
り
で
も

あ
る
ん
で
す
よ
。

祭
り
の
伝
承
が
心
配
さ
れ
る
の
は
、

ど
こ
の
地
方
で
も
同
じ
だ
け
れ
ど
、
霜

月
祭
り
は
中
学
生
ぐ
ら
い
の
子
供
た
ち

も
、
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て
食
い
入
る

よ
う
に
先
輩
た
ち
の
舞
を
見
て
い
る
。

い
ず
れ
自
分
も
、
と
思
っ
て
い
る
ん
で

し
ょ
う
。

学
校
で
も
力
を
入
れ
て
く
れ
、
保
存

会
か
ら
「
地
域
の
伝
統
を
守
っ
て
も
ら

い
た
い
」
と
頼
ん
だ
ら
、
大
勢
参
加
し

て
く
れ
て
ね
。
中
学
で
も
、
霜
月
祭
り

の
伝
承
を
し
よ
う
と
、
文
化
祭
で
も
や

っ
た
ん
で
す
よ
。

神事や湯立を務める禰宜（ね
ぎ）や村人は、水干（すいか
ん）という湯衣を着る。水干
は、男子の平安装束の一つで、
諏訪神社では古くなった幟

（のぼり）の生地を利用してつ
くられる。背中に神の字が配
されて、いたく格好が良い。

霜月祭りには集落ごとに四つ
のタイプがあり、和田タイプ
に属する諏訪神社では竃は一
つだが、下栗タイプの拾五社
では二つ（下）。使う道具や作
法も、それぞれ違っている。

面の登場は〈水の王〉（左下）
から。鎮め様とも呼ばれ、不
動明王（ふどうみょうおう）
のことである。



そ
れ
に
し
て
も
、
今
は
、
子
供
が
本

当
に
少
な
く
な
っ
た
。
中
学
校
も
上
村

と
遠
山
が
統
合
し
て
、
そ
れ
で
も
全
校

で
36
、
37
人
ぐ
ら
い
。
林
業
が
盛
ん
だ

っ
た
と
き
に
は
、
生
徒
が
２
０
０
人
も

い
た
学
校
も
あ
る
ん
で
す
よ
。

諏
訪
神
社
の
氏
子
は
、
戸
数
は
多
い
。

５
０
０
戸
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
で
も
、
飯

田
市
と
合
併
し
て
、
若
い
人
は
飯
田
に

勤
め
に
行
っ
ち
ゃ
う
も
ん
で
、
年
寄
り

の
一
人
暮
ら
し
と
か
が
多
い
。

こ
こ
の
地
域
の
高
齢
化
率
は
、
50
％

を
超
え
て
い
る
。
二
人
に
一
人
が
65
歳

以
上
。
も
う
そ
う
い
う
よ
う
な
状
況
で
。

働
く
場
所
が
な
い
か
ら
、
仕
方
が
な
い

ん
だ
け
ど
ね
。
飯
田
か
ら
１
時
間
以
上

か
か
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
通
う
と
い

う
の
は
無
理
だ
し
ね
。

２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
は
た
ま
た
ま

日
曜
日
だ
っ
た
か
ら
、
地
元
出
身
の
人

も
ず
い
ぶ
ん
帰
っ
て
き
て
い
た
。
諏
訪

神
社
の
祭
り
は
毎
年
12
月
13
日
と
決
ま

っ
て
い
る
け
れ
ど
、
み
ん
な
が
来
ら
れ

る
よ
う
に
と
、
土
日
に
変
え
た
と
こ
ろ

も
多
い
ね
。

こ
こ
で
は
た
ま
た
ま
残
っ
た
け
れ
ど
、

や
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
所
も
あ
る
。

若
い
人
が
減
っ
て
、
で
き
な
く
な
っ
て

い
く
所
も
あ
る
よ
。
大
町
の
天
満
宮
も

２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
で
お
し
ま
い
。

地
域
の
人
が
も
う
や
れ
ん
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
、
こ
れ
で
終
わ
り
だ
。

天
満
宮
で
は
、
戦
後
に
も
舞
い
手
が

不
足
し
、
霜
月
祭
り
が
い
っ
た
ん
途
絶

え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
和
田
の
保
存
会

で
協
力
し
て
、
復
活
し
た
ん
だ
け
ど
、

ま
た
続
け
ら
れ
ん
よ
う
に
な
っ
た
。

私
は
和
田
の
出
身
で
、
ず
っ
と
こ
こ

に
い
る
。
役
場
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。

遠
山
宮
司
も
天
龍
村
の
役
場
に
勤
め
て

い
た
。
お
父
さ
ん
が
病
気
に
な
っ
て
、

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
か
ら
宮
司
に
な

っ
た
。
18
代
目
で
す
。

保
存
会
は
14
名
だ
っ
た
の
が
、
２
０

０
９
年
（
平
成
21
）
２
名
増
え
て
16
名
。

若
い
人
が
入
っ
て
く
れ
た
。
１
人
は
高

校
生
。
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
か

ら
、
保
存
会
を
つ
く
っ
た
。
少
し
前
か

ら
祭
り
も
崩
れ
て
き
て
る
も
ん
だ
か
ら
、

ち
ゃ
ん
と
残
さ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い

っ
て
、
本
を
つ
く
っ
た
り
し
た
。

保
存
会
は
霜
月
祭
り
を
中
心
に
や
っ

て
、
総
代
は
年
間
の
祭
り
を
す
べ
て
や

る
。遠

山
郷
は
〈
神
様
王
国
〉
と
呼
ば
れ

て
い
て
、
も
の
す
ご
く
神
社
の
数
が
多

い
し
、
お
祭
り
の
数
も
多
い
。
昔
は
神

に
頼
っ
て
生
き
る
し
か
、
術す

べ

が
な
い
、

厳
し
い
暮
ら
し
の
地
域
だ
っ
た
か
ら
じ

ゃ
な
い
か
な
あ
。
そ
れ
が
、
今
に
ま
で

伝
え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。

諏
訪
神
社
も
正
月
は
元
旦
祭
、
２
月

に
な
る
と
節
分
祭
、
建
国
祭
、
３
月
13

日
に
春
の
戸
開

と
あ
け

祭
、
６
月
30
日
に
夏
越

な
つ
ご
し

祭
、
８
月
26
、
27
日
の
御
射
山

み
し
ゃ
や
ま

祭
、
11

月
23
日
に
新
穀
祭
、
つ
ま
り
、
も
と
の

新
嘗
祭

に
い
な
め
さ
い

、
霜
月
祭
り
、
年
末
、
と
た
く

さ
ん
あ
る
。
御
柱
が
あ
る
年
は
、
そ
れ
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も
加
わ
る
。

霜
月
祭
り
は
前
日
か
ら
準
備
し
て
い

る
。
前
の
日
は
準
備
だ
け
。
地
域
に
よ

っ
て
や
り
方
が
違
う
し
、
釜
の
数
も
違

う
。
稲
荷
と
拾
五
社
は
一
緒
に
や
る
か

ら
２
回
同
じ
こ
と
を
す
る
し
。

水
の
神
を
や
っ
た
の
は
、
保
存
会
の

坂
本
興
利

こ
う
り

、
金
剣
の
舞
で
最
後
に
湯
飾

り
を
切
っ
た
の
は
針
間
道
夫
。
み
ん
な
、

登
場
す
る
と
き
に
、
名
前
を
名
乗
る
ん

で
す
。
ひ
い
な
下
し
は
、
松
下
賢

さ
か
し

。
や

は
り
、
重
要
な
役
ど
こ
ろ
は
、
ち
ゃ
ん

と
練
習
し
て
舞
え
る
人
に
や
っ
て
も
ら

う
。草

鞋
は
、
地
元
で
つ
く
っ
て
い
る
人

が
い
る
か
ら
、
そ
の
人
か
ら
買
う
。
結

構
、
数
が
い
る
も
ん
で
な
。
烏
帽
子

え

ぼ

し

は

み
ん
な
自
前
の
物
だ
。
今
は
京
都
な
ん

か
に
行
っ
て
買
っ
て
く
る
。
装
束
店
の

井
筒
と
か
有
本
と
か
、
そ
う
い
う
所
で

な
い
と
な
か
な
か
な
い
な
あ
。
神
社
で

お
祭
り
を
や
る
と
き
の
狩
衣

か
り
ぎ
ぬ

（
平
安
時
代

以
降
の
公
家
の
普
段
着
。
狩
の
と
き
に
着
用
し
た

の
が
始
ま
り
だ
が
、
活
動
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
普

段
着
と
し
て
定
着
し
た
。
現
在
で
は
、
神
職
の
常

装
）
も
、
京
都
で
あ
つ
ら
え
る
。

釜
に
入
れ
る
水
は
、
朝
、
八
重
河
内

や
え
が
わ
ち

川
に
行
っ
て
、
明
神
橋
の
少
し
上
で
汲

ん
で
来
る
。
水
の
神
に
頂
く
ん
だ
ね
。

夕
べ
、
釜
の
回
り
を
舞
い
な
が
ら
読

ん
で
い
た
の
は
、
神
社
の
古
い
本
か
ら

自
分
で
写
し
て
つ
く
る
神
名
帳

じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う。

こ
れ

に
全
国
の
神
様
の
名
前
が
書
い
て
あ
っ

て
、
み
ん
な
で
読
み
上
げ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

お
供
え
の
餅
を
搗つ

い
て
差
し
上
げ
る

と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
、
う
ち
の
と
こ

ろ
で
は
で
き
た
も
の
を
供
え
て
い
る
。

雪
は
そ
れ
ほ
ど
苦
に
は
な
ら
な
い
な

あ
。
こ
こ
ら
で
標
高
４
２
０
ｍ
ぐ
ら
い

な
も
ん
だ
か
ら
、
雪
は
降
っ
て
も
年
に

２
回
ほ
ど
で
す
。

私
も
70
歳
を
過
ぎ
ま
し
た
が
、
好
き

で
す
か
ら
、
長
時
間
の
舞
も
苦
に
な
り

ま
せ
ん
。
普
段
か
ら
、
こ
の
た
め
に
運

動
し
て
準
備
し
て
い
る
。
子
供
の
と
き

か
ら
の
友
だ
ち
で
一
緒
に
続
け
て
い
る

人
は
、
も
う
い
な
い
。
み
ん
な
、
若
い

人
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
は
伊
勢
神
宮
に
行
っ
て
、
ち
ゃ
ん

と
研
修
も
受
け
て
き
た
ん
だ
よ
。
何
級
、

何
級
と
、
ち
ゃ
ん
と
ク
ラ
ス
が
あ
る
も

ん
で
な
。
毎
年
10
月
前
後
に
例
大
祭
が

あ
る
も
ん
で
、
そ
れ
に
行
っ
て
研
修
を

受
け
て
い
た
。
40
歳
代
の
こ
ろ
の
こ
と

だ
よ
。
年
休
を
取
っ
て
、
何
度
も
行
っ

た
。
よ
ほ
ど
、
好
き
な
ん
だ
な
。

そ
う
い
う
夢
中
に
な
っ
て
い
る
大
人

の
姿
を
見
て
、
子
供
た
ち
も
「
や
り
た

い
」
と
思
っ
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の

か
な
。
そ
れ
に
お
湯
を
い
た
だ
く
と
い

う
の
は
、
自
分
の
身
体
に
も
い
い
し
。

乾
燥
し
て
い
る
と
身
体
も
弱
く
な
る
が
、

あ
あ
い
う
湯
気
を
浴
び
る
と
生
き
返
る

よ
う
な
気
が
す
る
。
今
で
も
再
生
の
祭

り
な
ん
だ
。

29 地縁が息づく神様王国

湯立とは、聖なる水（陰気）と火（陽気）の融合によって聖なる湯を立て、その湯気
を神々に捧げ、自らも浴びる神事である。湯立で最も大切なのは、湯釜を据える竃と、
その上部に吊るす湯の上飾りだ。諏訪神社は和田タイプに属し、湯の上飾りは還暦と
同じ61通り。東隅に〈湯男〉と呼ばれる特殊な切り紙を吊るすのは、伊勢神楽の〈八
橋〉に通ずる。

右ページは、次々と登場する面。中学生も参加していた。左ページは、豪快な湯掛け
に大いに盛り上がるクライマックス。烏天狗（右ページ左下）の面をいただいた方の
話によると、釜の縁に触ると火傷するが湯であれば大丈夫ということだ。次代を担う
中学生たちは、熱湯を掛けるパフォーマンスや猿の舞に、先輩への敬意を込めて熱い
視線を注いでいた。


