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平
成
十
八
年 

文
月
・
葉
月 

第
十
八
号 

八
坂
神
社
と
祇
園
祭 

 

八
坂
神
社
宮
司 

森 

壽
雄 

 

祇
園
祭
の
由
来 

 

祇
園
祭
は
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
京
の
都
に
疫
病
が
流
行
し
た
と
き
、
勅
を
奉
じ
て
神 

泉
苑
に
六
十
六
本
の
鉾
を
立
て
て
祇
園
の
神
を
迎
え
て
祭
り
、
洛
中
の
男
児
が
祇
園
社
の
神 

輿
を
神
泉
苑
に
送
っ
て
災
厄
の
除
去
を
祈
っ
た
の
に
由
来
し
、
平
安
時
代
の
中
頃
か
ら
は
規 

模
も
大
き
く
な
り
、
空
車
、
田
楽
、
猿
楽
等
も
加
わ
っ
て
盛
ん
な
賑
わ
い
を
見
せ
て
き
ま
し 

た
。 

 

室
町
時
代
に
な
る
と
町
々
の
特
色
あ
る
山
鉾
が
作
ら
れ
て
、
応
仁
の
乱
前
、
既
に
六
月
七 

日
に
三
十
一
基
、
十
四
日
に
二
十
七
基
山
鉾
の
あ
っ
た
こ
と
が
『
祇
園
社
記
』
に
記
さ
れ
て 

い
ま
す
。
応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
）
で
都
は
灰
燼
に
帰
し
、
祇
園
祭
も
中
絶
し
ま
し
た
が
、 

明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
は
復
活
、
そ
の
時
よ
り
山
鉾
巡
行
の
順
位
を
決
め
る
く
じ
取
式 

が
侍
所
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
以
後
、
町
衆
の
努
力
に
よ
り
山
鉾
の
装
飾
に
も 

贅
を
尽
く
す
よ
う
に
な
り
、
近
世
に
は
度
々
の
火
災
で
多
数
の
山
鉾
が
焼
失
し
ま
し
た
が
、 

そ
の
都
度
、
町
衆
の
心
意
気
に
よ
っ
て
再
興
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 

祇
園
祭
の
特
質 

 

祇
園
祭
は
千
百
余
年
の
伝
統
を
有
す
る
八
坂
神
社
の
祭
礼
で
す
。
七
月
一
日
の
吉
符
入
り 

か
ら
始
ま
っ
て
、
三
十
一
日
の
疫
神
社
夏
越
祓
に
ま
で
各
種
神
事
・
行
事
が
繰
り
広
げ
ら
れ 

る
中
で
、
山
鉾
巡
行
は
そ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
、
神
輿
の
渡
御
、
そ
の
他
各
種
行
事
も
あ
っ
て
、 

一
ヶ
月
に
及
ぶ
壮
大
な
祭
礼
で
す
。 

 

ま
た
、
山
鉾
に
は
、
神
功
皇
后
・
聖
徳
太
子
・
役
行
者
・
天
神
様
、
観
音
様
等
、
種
々
の 

趣
向
が
こ
ら
さ
れ
た
飾
り
付
け
が
な
さ
れ
ま
す
の
も
、
神
話
や
中
国
の
故
事
に
基
づ
い
た
作 

り
物
や
、
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
教
え
さ
え
取
り
入
れ
ら
れ
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
イ
ー
リ 

ア
ス
や
旧
約
聖
書
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
イ
サ
ク
の
嫁
選
び
の
図
に
取
材
す
る
タ
ペ
ス
ト
リ
ー 

の
類
ま
で
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
神
々
が
集
ま
っ
て
祇
園
の
神
を
た
た 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
檜
の
会
」
事
務
局 

京
・
東
山
や
す
い
桧
小
路 

T
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〇
八
〇
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皆
様
の
ご
意
見
、
ご
投
稿
な
ど 

 
 

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 
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え
る
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

山
鉾
は
本
来
、
疫
病
等
の
災
疫
を
も
た
ら
す
疫
神
（
御
霊
）
を
退
散
さ
せ
る
た
め
で
し
た
が
、 

神
輿
に
祇
園
社
の
神
を
迎
え
る
に
先
立
っ
て
、
都
大
路
の
清
祓
を
し
た
と
も
申
せ
ま
す
。 

 

当
初
六
十
六
本
の
鉾
を
立
て
た
の
は
、
全
国
六
十
六
か
国
に
因
む
も
の
で
、
そ
れ
は
国
々
の 

国
魂
神
が
集
ま
っ
て
祇
園
神
を
祭
る
形
を
取
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。
初
期
の
祇
園
祭
は
六 

月
七
日
（
陰
暦
）
の
神
輿
迎
え
と
十
四
日
の
神
送
り
が
こ
の
行
事
の
眼
目
で
あ
り
ま
し
た
。
そ 

の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
の
が
七
月
十
日
と
二
十
八
日
の
神
輿
洗
式
で
あ
り
ま
し
ょ
う 

 

今
日
、
山
鉾
を
も
っ
て
飾
る
の
は
、
各
町
々
で
す
が
、
遠
い
異
境
の
神
ま
で
が
集
ま
っ
て
祇 

園
の
神
を
迎
え
て
こ
れ
を
祭
る
形
で
、
神
人
和
楽
の
姿
を
現
し
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
し 

ょ
う
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
容
し
て
、
そ
れ
を
一
つ
の
祭
り
の
中
に
調
和
さ
せ
て
い
つ
と
こ
ろ 

に
祇
園
祭
の
特
質
が
あ
る
と
申
せ
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 

【
お
問
い
合
わ
せ
は
、
当
会
事
務
局
ま
で
】 

●
檜
の
会
主
催 

 

◇
煎
茶
・
玉
露
の
頂
き
方
及
び
作
法 

 
 

時
・
所 

七
月
十
二
日(

水)

十
三
時
〜
十
六
時
（
安
井
金
比
羅
会
館
） 

 
 

講 

師 

宝
山
流
家
元 

新
井
奈
津
子
師(

当
会
専
務
理
事)

 
 
 
 

 

 
 

受
講
料 

五
〇
〇
円(

会
員
無
料)

 

◇
『
郡
上
お
ど
り
』
参
加
と
研
修 

 
 

時
・
所 

八
月
二
日(

水)

〜
三
日
（
木
）
の
一
泊
二
日
（
所
＝
後
日
連
絡
） 

 
 

申 

込 

Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
七
五-

五
二
五-

〇
八
〇
三
（
〆
切
七
月
二
十
日
） 

 
 

参
加
費 

一
六
，
〇
〇
〇
円
（
一
泊
二
食
分
） 

―
豆
知
識
― 

 
 
 
 

郡
上
八
幡
の
「
宗
祇
水
」
は
、
全
国
名
水
百
選
の
筆
頭
で
あ
る
。
こ
の
名
水
は
、
室
町
時
代 

 
 
 
 
 
 
 

緒
国
行
脚
の
連
歌
師
宗
祇
法
師
が
郡
上
八
幡
社
別
当
の
岩
本
院
に
客
人
と
し
て
迎
え
ら
れ
、 

 
 
 
 
 
 
 

里
人
か
ら
偉
大
な
客
人
が
住
ん
だ
屋
敷
と
し
て
尊
敬
を
も
っ
て
「
宗
祇
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
た 

 
 
 
 
 
 
 

聖
地
の
北
側
に
存
す
る
。
こ
の
飯
尾
宗
祇
法
師
は
、
滋
賀
県
東
近
江
市
伊
庭
の
出
生
で
あ
る
。 

企
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編
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の
会
会
報
編
集
室 

発
行
日
／
隔
月
二
十
五
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魅
せ
ら
れ
学
ぶ 

-

私
と
き
も
の-

 

松
本
登
美
子 

 
 

 

い
ま
思
い
返
せ
ば
、
あ
れ
は
バ
ブ
ル
期
の
頃
だ
っ
た
と
思
う
。
テ
レ
ビ
の
画
像
か
ら
京
の
町 

屋
が
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
取
り
壊
さ
れ
て
い
く
。
タ
ン
ス
も
置
か
れ
た
ま
ま
だ
。
衝
撃
的
な
場
面 

だ
っ
た
。
建
物
は
と
も
あ
れ
、
タ
ン
ス
ま
で
。
思
わ
ず
「
何
で
え
、
タ
ン
ス
の
中
の
『
き
も
の
』 

は
？
」
瞬
時
に
頭
の
中
を
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
駆
け
巡
る
。
無
残
に
も
歴
史
あ
る
も
の
が
消
え 

ゆ
く
。
こ
の
頃
、
京
都
の
町
中
で
多
く
の
家
が
潰
さ
れ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ビ
ル
と
な
り
長
い
間 

空
き
地
と
な
っ
て
い
た
所
に
は
草
が
生
え
ゴ
ミ
が
散
乱
し
て
い
る
光
景
を
よ
く
見
か
け
た
。
長 

い
時
を
刻
ん
で
き
た
も
の
が
そ
こ
か
し
こ
で
消
え
行
く
様
に
胸
が
痛
ん
だ
。
町
並
み
や
家
は
残 

念
で
は
あ
る
が
個
人
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
せ
め
て
タ
ン
ス
の
中
の
「
き
も
の
」
だ
け
で 

も
留
め
置
き
た
い
！
日
本
の
民
族
衣
装
で
あ
り
、
人
々
を
装
っ
て
き
た
「
衣
文
化
の
証
、
服
飾 

史
の
証
人
と
し
て
一
枚
で
も
多
く
残
せ
れ
ば
、
残
さ
な
く
て
は
・
・
・
・
・
」
何
故
か
そ
ん
な 

思
い
に
か
ら
れ
た
。 

『
き
も
の
』
は
好
き
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
そ
れ
程
強
く
執
着
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
又
、 

こ
の
頃
き
も
の
に
対
し
て
充
分
な
知
識
が
あ
っ
た
訳
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
環
境
的
に
は
母 

が
和
裁
を
し
、
教
え
る
人
だ
っ
た
の
で
き
も
の
に
囲
ま
れ
て
成
長
し
て
き
た
。
今
で
も
裁
ち
板 

の
上
で
反
物
に
ハ
サ
ミ
を
入
れ
る
時
の
ザ
ク
ッ
、
ザ
ク
ッ
と
し
た
音
、
コ
テ
を
あ
て
た
時
の
匂 

い
、
厚
紙
で
袖
の
丸
み
を
作
り
ア
グ
ラ
を
組
み
足
の
指
に
布
を
挟
ん
で
ひ
た
す
ら
針
を
運
ぶ
母 

の
姿
が
目
に
浮
ぶ
。
又
、
京
都
に
嫁
い
で
来
て
か
ら
は
、
各
種
団
体
が
開
催
す
る
染
織
セ
ミ
ナ 

ー
な
ど
は
興
味
深
く
参
加
し
て
い
た
。
時
代
き
も
の
を
選
ぶ
時
、
ま
だ
ま
だ
知
識
よ
り
も
「
こ 

れ
が
好
き
！
」
と
い
う
私
の
勝
手
基
準
で
チ
ョ
イ
ス
し
て
い
た
。
『
き
も
の
』
も
数
が
少
な
い
う 

ち
は
一
点
一
点
こ
の
色
が
き
れ
い
と
か
柄
が
い
い
と
か
し
か
見
え
て
こ
な
か
っ
た
も
の
が
、
か 

な
り
数
が
増
え
て
く
る
と
色
目
や
柄
ゆ
き
、
仕
立
て
の
工
夫
な
ど
の
傾
向
に
時
代
の
特
徴
が
あ 

り
、
い
つ
の
頃
の
も
の
か
朧
げ
に
見
え
て
く
る
。
又
、
多
く
の
品
に
触
れ
、
布
の
手
ざ
わ
り
感 

触
で
景
色
の
違
い
が
わ
か
っ
て
き
た
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
時
代
を
経
て
き
た
き
も
の
に
、 

こ
れ
程
の
魅
力
を
感
じ
る
の
は
、
時
を
惜
し
ま
ず
汗
を
惜
し
ま
す
今
で
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て 

し
ま
っ
た
染
・
織
・
紋
・
繍
・
箔
な
ど
の
当
時
の
職
人
の
思
い
の
入
れ
込
み
・
息
づ
か
い
高
度 

な
技
術
が
今
な
お
心
地
良
い
衝
撃
で
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
様
な
「
心
地
良
い
衝
撃
」
の
あ
る 

品
に
出
会
え
た
時
改
め
て
日
本
人
独
自
の
意
匠
的
美
学
を
教
え
ら
れ
る
。
今
ま
で
何
回
か
コ
レ 

ク
シ
ョ
ン
展
を
開
い
た
。 

 

若
い
世
代
の
方
と
そ
ん
な
話
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
ぜ
ひ
、
き
も
の
に
つ
い
て
レ 

ク
チ
ャ
ー
し
て
下
さ
い
。
」
と
の
声
を
か
け
て
頂
い
た
。
多
少
の
知
識
は
あ
っ
て
も
人
様
に
伝
え 

る
時
、
間
違
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
！
そ
ん
な
思
い
か
ら
こ
の
ひ
と
言
を
キ
ッ
カ
ケ
に
改
め
て 

き
ち
っ
と
勉
強
し
た
い
と
思
っ
た
。
も
う
十
数
年
前
か
ら
「
い
つ
か
こ
の
先
生
の
も
と
で
『
き 

も
の
』
に
つ
い
て
学
び
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
事
を
夫
に
話
し
ま
し
た
。
「
そ
ん
な
前
か
ら
行
き 

た
か
っ
た
の
な
ら
行
っ
た
ら
は
。
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
早
速
東
京
の
本
校
に
資
料
請
求
を
し
た
。 

調
べ
て
い
く
う
ち
に
名
古
屋
校
が
あ
る
事
が
わ
か
り
年
明
け
早
々
か
ら
名
古
屋
行
き
が
は
じ
ま 

り
、
半
年
が
過
ぎ
た
。
先
生
の
授
業
は
長
い
間
の
私
の
思
い
を
満
た
し
て
下
さ
る
内
容
で
毎
回 

と
て
も
充
実
し
た
学
習
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。
日
本
の
歴
史
と
併
せ
て
『
き
も
の
』
の
歴
史
、

染
織
の
産
地
、
技
法
、
繊
維
の
組
織
、
き
も
の
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
、
着
こ
な
し
、
マ
ナ
ー
、 

き
も
の
地
別
の
旬
な
ど
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
毎
回
学
習
の
資
料(

プ
リ
ン
ト)

に
合
せ
て
私
達 

が
よ
り
理
解
し
や
す
い
様
に
御
自
身
が
お
持
ち
の
き
も
の
や
帯
。
人
間
国
宝
の
作
家
の
作
品
や 

重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
お
品
。
時
に
は
き
も
の
に
関
す
る
日
本
画
な
ど
を
お
持
ち
下 

さ
い
ま
す
。
受
講
さ
れ
て
い
る
皆
様
も
毎
回
多
く
の
方
が
き
も
の
姿
で
の
ご
出
席
。
こ
れ
も
ま 

た
お
互
い
に
い
い
勉
強
と
な
り
ま
す
。
益
々
き
も
の
の
と
り
こ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
又
、 

先
生
の
温
か
い
お
人
柄
、
豊
富
な
知
識
と
先
生
の
魅
力
に
ど
ん
ど
ん
引
き
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。 

私
の
は
じ
め
て
受
け
た
講
義
の
折
、
先
生
は
「
衣
は
人
な
り
。
人
格
、
人
柄
が
出
ま
す
。
」
と
話 

さ
れ
た
。
常
々
「
檜
の
会
」
で
き
も
の
姿
の
方
々
を
拝
見
さ
せ
て
頂
く
時
、
私
も
そ
の
様
に
思
っ

て
お
り
ま
し
た
の
で
、
「
同
感
、
同
感
。
」
と
お
も
わ
ず
心
の
中
で
呟
い
て
し
ま
っ
た
。 

き
も
の
は
、
『
着
る
物
』
と
い
う
（
形
）
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
き
も
の
を
通
し
て
日
本
の
歴

史 と
伝
統
文
化
、
文
字
、
礼
儀
、
意
匠
、
美
学
、
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
民
族
衣
装
と
し
て
国
際 

交
流
な
ど
と
、
広
い
世
界
と
密
接
な
関
り
が
あ
り
ま
す
。 

 

『
き
も
の
』
は
、
精
神
世
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
高
温
多
湿
で
あ
る
日
本
の
気
候 

風
土
に
叶
っ
て
い
ま
す
。
精
神
世
界
に
裏
打
ち
さ
れ
た
『
き
も
の
』
は
、
私
達
日
本
人
を
美
し 

く
装
っ
て
く
れ
ま
す
。
男
の
人
は
、
ず
う
っ
と
男
前
が
上
が
り
ま
す
。
女
の
人
は
、
超
ベ
ッ
ピ 

ン
に
。
若
い
人
の
お
声
か
け
に
年
を
重
ね
て
き
た
者
と
し
て
、
『
き
も
の
』
と
い
う
歴
史
あ
る 

「
日
本
の
民
族
衣
装
」
を
通
し
て
共
に
学
び
な
が
ら
少
し
で
も
お
役
に
立
て
た
ら
と
思
う
今
日 

こ
の
頃
で
す
。 

 

【
お
問
い
合
わ
せ
は
、
当
会
事
務
所
ま
で
】 

 
 

●
檜
の
会
主
催 

 
 
 

◇
芸
術
総
合
展
『
伝
統
文
化
の
精
華
』 

 
 
 
 

期 

日 

九
月
九
日(

土)

〜
十
日
（
日
）
十
時
〜
十
七
時 

 
 
 
 

会 

場 

高
台
寺
円
徳
院 

 
 
 
 

美 

術 

染
色 

春
日
井
路
子(

三
点)

 

金
箔 

近
藤
正
明(

三
点) 

能
面 

長
沢
宗
春
（
三
点
） 

乾
漆 

山
田
豊
子(

三
点)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

伝
統
結
び 

小
暮
幹
雄
・
川
島
美
園
・
高
取
芙
貴
弥(

三
点)

 
 
 
 
 

芸 
能 

一
弦
琴 

大
西
一
叡 

白
拍
子
舞 

井
上
由
理
子 

講 
演 

佐
川
美
術
館
常
務
理
事 

河
田 

貞
先
生(

当
会
顧
問)

 

●
関
連
催
事 

 
 
 

◇
日
韓
結
び
文
化
京
都
展 

 
 
 
 

主 

催 
日
本
結
び
文
化
学
会 

 
 
 
 

期 

日 

七
月
十
三
日(

木)

〜
十
七
日(

月)

十
時
〜
十
八
時 

 
 
 
 

会 

場 

京
都
文
化
博
物
館 

※
入
場
無
料


