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ご

さ

い

し

ん

　

　

　

　

じ

ん

と

く

御
祭
神
と
ご
神
徳

歴
史

・
創
祀

当
神
社
が
ま

つ
ら
れ
た
の
は
、
崇

そ
れ
以
前
の
古

い
時
代
か
ら
ま

つ
ら
一

が
た
く
さ
ん
発
掘
さ
れ
、
そ
れ
を

れ
て
い
ま
す
。
『続
日
本
紀
』
の
文

と
い
う
命
令
が
出
さ
れ
た
、
と
い

大
な
お
祭
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ

平
安
時
代
に
は
、
国
と
首
都
京
都

す
式
年
遷
宮
や
斎
王
の
制
度
な
ど
が

『枕
草
子
』
な
ど
王
朝
文
学
に
し
ば

た
。平

安
時
代
末
期
に
な
り
ま
す
と
全
国
に
六
十
余
箇
所

鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
、
そ
し
て
戦
乱
の
世
に
な

っ

わ

っ
て
国
民
の
信
仰
が
神
社
を
さ
さ
え
て

よ

つヽ
に

神
徳
を
説

い
て
い
く

の
も

こ
の
こ
ろ
で

が
わ
れ
ま
す
。
ま
た
国
の
重
要
な
出
来

江
戸
時
代
に
も
、
国
と
国
民
の
幸
福

明
治
初
年
、
全
国

の
神
社

の
代
表
と
し
て

っ
て
い
ま
す
。

（詳
し
く
は
、
神
社
発
行
の

『賀
茂
御
祖
神
社
略
史
』
を
ご
ら
ん
下
さ
い
。
）

正
式
に
は

「賀
茂
御
祖
神
社
」
と
よ
び
ま
す
。
京
都
は
鴨
川
を
中
心
に
町

づ
く
り
が
な
さ
れ

て
お
り
、
鴨
川
の
下
流
に
ま

つ
ら
れ
て
い
る
お
社
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら

「
下
鴨
さ
ん
」
と
か

「
下
鴨
神
社
」
と
親
し
く
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

東
西
の
二
殿
の
本
殿

（写
真

上
暴
面
地
図
①
）
は
と
も
に
国
宝
で
す
。

玉
依
媛
命

　
　

（東
殿
）

賀
茂
建
角
身
命

（西
殿
）

賀
茂
建
角
身
命
は
、
古
代
の
京
都
を
ひ
ら
か
れ
た
神
さ
ま
で
す
。
山
城
の

国

一
宮
と
し
て
京
都
の
守
護
神
と
し
て
ま

つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
安
京
が
造

営
さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
、
ま
ず
当
神
社
に
成
功
の
ご
祈
願
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

以
来
、
国
民
の
平
安
を
ご
祈
願
す
る
神
社
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

山
城
国

『
風
土
記
』
な
ど
に
、
玉
依
媛
命
が
鴨
川
で
楔

（身
を
清
め
る
儀

式
）
を
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
上
流
よ
り
流
れ
来
た
丹
塗
の
矢
を
拾
わ
れ
て

床
に
お
か
れ
た
と
こ
ろ
、
矢
は
美
し
い
男
神
に
な
ら
れ
、
結
婚
さ
れ
た
。
そ

し
て
お
子
を
お
生
み
に
な

っ
た
と
の
神
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
古

く
か
ら
縁
結
、
子
育
て
の
神
さ
ま
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
神
社
は
、
国
家
国
民
の
安
穏
と
世
界
平
和
を
ご
祈
願
す
る
守
護
神
で
あ

る
と
と
も
に
、
厄
除
、
縁
結
、
安
産
、
子
育
、
交
通
安
全
な
ど
人
々
の
暮
ら

し
を
守
る
神
さ
ま
で
す
。

た
と
い
う
記
録
が
あ
り

時
代
の
住
居
跡
や
土
器

宝
等

の
奉
納
な
ど
が
記
録
さ

ま
る
の
で
警
備
す
る
よ
う
に
、

神
社
が
大
き
な
お
社
で
、
盛

仰
を
受
け
、
別
項
に
記
し
ま

す
。
そ
し
て

『源
氏
物
語
』
や

Ｔ
地
の
二

つ
と
し
て
栄
え
ま
し

ｒ
絶
え
て
行
き
ま
す
が
、
代

嗅
■
が
全
国
を
ま
わ

つ
て
ご

，
そ
の
こ

ろ
の
様
子
が
う
か

〓
　
　
一
・
．　
＾ら

れ
ま
し
た
。

ゆ
の
祈
願
を
日
々
お
こ
な

|ゴ



た

だ

す
純
の
森
の
四
季
と
年
中
行
事

新
春

。
お
正
月
、
蹴
鞠

は
じ
め
と
節
分

の
行
事

元
旦
午
前
零
時
、
開
門
と
同
時
に
初
祈
祷
、
初
神
楽
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
当
神
社
の
ご

祭
神
の
神
話
に
よ
る
丹
塗
り
の
神
矢
と
初
神
楽
が
三
ヶ
日
の
間
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

四
日
は
、
「
蹴
鞠
は
じ
め
」
で
す
。
蹴
鞠
は
古
く
中
国
か
ら
伝
来
し
た
球
技
で
、
鹿
皮
で
で
き
た

鞠
を
、
色
と
り
ど
り
の
鞠
装
束
の
鞠
人
が
お
こ
な
う
優
雅
な
行
事
で
す
。

十
五
日
に
、
五
穀
で
作
ら
れ
た
お
粥
を
お
供
え
す
る
御
粥
祭
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
こ
の
御
粥
の

模
型
が
、
大
炊
殿
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

節
分
に
は
、
生
れ
歳
の
十
二
支
と
月
と
を
表
し
た
的
を
立
て
、
的
に
は
病
気
の
も
と
と
な
る

「鬼
」

の
文
字
が
あ
り
そ
れ
を
祓
う
た
め
に
弓
矢
で
射
お
と
す

「追
難
弓
神
事
」
、
豆
ま
き
、
御
真
木
神
事

な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

早
　
春

春
先
は
、
み
た
ら
し
川
の
輪
橋

（反
り
橋
）
の
袂
の
、
尾
形
光
琳
が
国
宝

「紅
白
梅
図
屏
風
」

描
い
た
梅
の
花
が
咲
き
始
め
ま
す
。
ま
た
純
の
森
の
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
も
有
名
で
す
。

桜

（四
月
）

純
の
森
の
桜
は
、
朱
塗
り
の
楼
門
の
前
の
山
桜
が
特
に
有
名
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
薄
墨
桜
や

桜
の
原
種
の
イ
ヌ
ザ
ク
ラ
な
ど
が
あ
り
、
緑
の
森
と
の
対
比
が
美
し
い
。

新
緑
と
葵
祭

（五
月
）

純
の
森
が
い
ち
ば
ん
美
し
い
と
言
わ
れ
る
若
葉
の
季
節
、
五
月
に
は
葵
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。

行
事
は
、
三
日
の
流
鏑
馬
神
事
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
ｃ
平
安
時
代
の
騎
射
の
伝
統
に
よ
り
公
家
装

東
で
行
わ
れ
、
普
通
の
流
鏑
馬
と
は
趣
を
異
に
し
ま
す
。
新
緑
の
馬
場
で
人
馬

一
体
の
妙
技
が
繰
り

広
げ
ら
れ
ま
す
。
五
日
に
は
武
家
装
束
に
よ
る
歩
射
神
事
も
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

そ
の
こ
ろ
、
斎
王
代
楔

の
儀
が
み
た
ら
し
川
の
畔
で
行
わ
れ
ま
す
。
当
神
社
に
は
、
古
来

「斎
王
」
ぃＬ
、喫
騨
れ
る
特
別
な
制
度
が
あ
り
ま
し
た
．
と
き
の
天
皇
の
内
親
王
が
、
当
神
社
の
神
事

に
奉
仕
さ
れ
る
制
度
で
す
。
現
在
も
そ
の
伝
統
を
継
承
し
、
葵
祭
に
は
市
民
の
中
か
ら
、
そ
の
代
り

の

「斎
王
代
」
が
選
ば
れ
ま
す
。
設
の
儀
は
葵
祭
に
先
立
ち
、
十
二
単
衣
姿
の
斎
王
代
が
身
を
清
め

る
儀
式
で
す
、
女
官
役
の
女
性
た
ち
も
、
き
ら
び
や
か
な
平
安
時
代
の
衣
裳
の
姿
で
参
加
し
ま
す
。

十
二
日
に
御
蔭
祭
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
東
山
三
十
六
峰
二
番
目
の
御
蔭
山
に
鎮
座
の
御
蔭
神
社

か
ら
、
本
社
の
ご
祭
神
の
荒
魂

（新
し
い
年
を
迎
え
て
若
々
し
い
お
ち
か
ら
を
も
た
れ
た
神
霊
の
こ

と
）
を
お
迎
え
す
る
行
事
で
、
平
安
時
代
の
衣
裳
を
つ
け
た
百
数
十
人
の
お
迎
え
の
行
列
は
、
日
本

最
古
の
神
幸
列
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
途
中
、
礼
の
森

・
切
り
芝
で
の
還
立
ら
儀
で
は
、
神
馬
の
背

に
移
ら
れ
た
ご
神
霊
の
神
前
で
、
東
源
と
よ
ば
れ
る
古
代
の
歌
舞
が
奉
奏
さ
れ
ま
す
。

十
五
日
に
は
、
い
よ
い
よ
葵
祭

（正
式
に
は
賀
茂
祭
）
が
行
わ
れ
ま
す
．
葵
祭
は
欽
明
天
皇
五
年

（五
四
五
）
よ
り
は
じ
め
ら
れ
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
は

「ま
つ
り
」
と
い
え
ば
、
こ
の
葵
祭
を
さ

し
、
『源
氏
物
語
』
や

『枕
草
子
』
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
に
登
場
す
る
、
日
本
の
代
表
的
な
お

ま
つ
り
で
す
。

な
か
で
も
御
所
か
ら
下
鴨
神
社

へ
参
向
さ
れ
る
勅
使

（天
皇
の
お
使
）
の
行
列
が
有
名
で
、
現
在

で
も
衣
冠
束
帯
や
十
二
単
衣
な
ど
の
官
人
官
女
が
平
安
絵
巻
を
都
大
路
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ま
す
．
行
列

の
拝
観
は
京
都
御
所
と
、
下
鴨
神
社
礼
の
森
の
緑
の
中
を
す
す
む
雅
や
か
な
女
人
た
ち
を
参
観
す
る

光lllNの梅糸しの森の新緑楼門前の山桜橋殿周辺のツッジ



一光
協
会
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
）
当
神
社
に
行

祈
る
勅
使
の
御
祭
文

（祝
詞
）
奏
上
、
牽
馬

（神
さ

（舞
）
が
お
こ
な
わ
れ
、
馬
場
で
は
走
馬

（牽
馬
で

な
わ
れ
ま
す

（雨
天
の
場
合
、
行
列
は
翌
日
に
順
延

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
）

炊
殿
」
（重
要
文
化
財
）
の
庭
は
、
「葵
の
庭
」
と
よ

け
る
薬
草
の
庭
で
す
。
そ
の
ほ
か
初
夏
の
礼
の
森
に

る
葵
祭
を
は
じ
め
、
年
中
の
神
事
の
お
供
え
を
展
示

時
代
、
鴨
社
頭
の
斎
院
御
所
の
旧
跡
で
、
御
車
舎
が

い
ま
す

一も
社
務
所

へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
）

畢
）
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
疫
病
、
災
厄
除
け
の
お

み
た
ら
し
の
池
」
に
足
を
つ
け
る
と
、
無
病
息
災
で

万
人
の
参
拝
者
が
訪
れ
ま
す
。
境
内
は
奉
納
の
提
灯

ち
並
び
た
い
へ
ん
な
賑
わ
い
を
見
せ
ま
す
。

神
事
）
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。
み
た
ら
し
の
池
に
、
五

不
男
た
ち
が
斎
串
を
う
ば
い
合
う
勇
壮
な
行
事
で
す
。

斎
串
が
矢
の
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら

「矢
取
り
の
神
事
」
と
も
よ
ば
れ
、
男
た
ち
が
飛
び
込
む

水
し
ぶ
き
と
頭
上
に
舞
う
人
形
の
光
景
は
。
夏
の
夜
の
風
物
詩
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

仲
秋

の
名
月

ｏ
名
月
管
絃
祭

み
た
ら
し
川
に
ち
ょ
う
ど
橋
の
よ
う
に
か
か

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
橋
殿

（重
要

文
化
財
）
を
舞
台
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
雅
楽

（演
奏
と
舞
楽
）
、
等
曲
、
尺
人
の
演
奏
が
披

露
さ
れ
ま
す
。
お
茶
席
も
設
け
ら
れ
ま
す
。
や
が
て
、
ゆ
っ
く
り
と
月
が
舞
台
の
橋
殿
の
う
え
に
上

り
ま
す
。

絶

の
森
の
秋
色

・
紅
葉

純
の
森
は
、
落
葉
樹
の
森
。
秋
に
な
る
と
そ
れ
ぞ
れ
が
美
し
く
色
づ
き
ま
す
。

特
に
河
合
神
社
の
東
の

「紅
葉
橋
」
の
辺
り
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
紅
葉
の
名
所
と
し
て
平
安
時

代
の
詩
歌
に
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
名
所
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
河
合
神
社
や
み
た
ら
し
の

池
の
周
辺
の
銀
杏
の
巨
木
の
黄
葉
も
見
事
で
す
。

昴
ヨ
皇
示
４じ

雪
が
降
る
と
礼
の
森
は
景
色
が

一
変
し
ま
す
。
特
に
朱
の
社
殿
と
白

い
雪
が
素
晴
ら
し
い
対
比
を

見
せ
ま
す
。
ま
た
、
冬
の
黎
明
、
日
没
の
空
の
美
し
さ
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

雪の楼門 みたらし池の銀杏 糸Lの森の紅葉 葵の庭に咲くあじさい



た
だ
す

　

も
り

せ

つ
ま

っ
し

ゃ

純
の
森
の
名
所

（摂
末
社
な
ど
）

②
河
合
神
社
と
鴨
　
長
明

玉
依
姫
命

（初
代
の
天
皇

・
神
武
天
皇
の
御
母
神
、

本
宮
の
ご
祭
神
と
は
同
名
異
神
）
を
ま
つ
っ
て
い
ま
す
。

古
く
か
ら
本
宮
に
次
ぐ
大
社
と
し
て
歴
史
に
登
場
し
、

女
性
の
守
護
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

『方
丈
記
』
の
著
者
、
鴨
長
明
は
こ
の
河
合
神
社
の
神

官
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、

い
ろ
い
ろ
の
事
情
に
よ

っ
て
、
こ
の
重
職
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
強
い
厭
世
感
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
や

が
て

『方
丈
記
』
を
書
く
に
い
た

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
復
元
さ
れ
た
方
丈
が
現
在
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

末
社
に
は
任
部
社
と
よ
び
八
爬
鳥
を
ま
つ
る
お
社
が
あ
り
、
昭
和
六
年

（
一
九
三

一
）
日

本
サ
ッ
カ
ー
協
会
設
立
時
よ
り
、
現
在
の
Ｊ
リ
ー
グ
に
い
た
る
ま
で
、
ご
祭
神
の
姿
を
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
と
し
て
い
ま
す
。

③

三
井
神
社

（重
要
文
化
財
）

本
宮
の
若
宮

（若
々
し
い
ご
神
霊
）
と
し
て
の
信
仰
が
あ
り
、
賀
茂
建
角
身
命
、
玉
依
媛

命
、
伊
賀
古
夜
媛
命
の
三
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

末
社
に
は
葵
祭
の
斎
王
さ
ま
で
知
ら
れ
る
初
代
有
智
子
内
親
王

（平
安
時
代
の
嵯
峨
天
皇

の
皇
女
）
か
い
第
三
十
五
代
礼
子
内
親
王

（鎌
倉
時
代
の
後
鳥
羽
天
皇
の
皇
女
）
ま
で
、
歴

代
斎
王
の
ご
神
霊
を
ま

つ
る
お
社
。
け
ま
り
の
神
さ
ま
を
ま

つ
る
お
社
な
ど
が
有
名
で
す
ｃ

④
出
雲
井
於
神
社

（通
称

・
比
良
本
社
　
重
要
文
化
財
）

地
主
神
で
あ
る
須
佐
之
男
命
を
ま
つ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
神
社
の
周
囲
に
ど
の
よ
う
な
木

を
植
え
て
も
、
柊
葉
の
よ
う
に
ギ
ザ
ギ
ザ
に
な
る
こ
と
か
為
比
良
本
社

（柊
社
）
と
も
よ
ば

れ
て
い
ま
す
。
運
開
き
、
厄
除
け
の
神
さ
ま
、
ま
た
茶
道
の
神
さ
ま
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い

ま
す
。

末
社
に
は
短
歌
や
芸
ご
と
の
上
達
を
祈
願
す
る
神
さ
ま
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑤
証
社

（え
と
の
守
り
神
）
（重
要
文
化
財
）

一
言
社

（東
社
）

大
国
魂
神

（巳
、
未
歳
生
ま
れ
の
人
の
守
護
神
）

一
言
社

（西
社
）
　

顕
国
魂
神

（午
歳
生
ま
れ
の
人
の
守
護
神
）

二
言
社

（北
社
）
　

大
国
主
神

（子
歳
生
ま
れ
の
人
の
守
護
神
）

二
言
社

（南
社
）
　

大
物
主
神

（丑
、
亥
歳
生
ま
れ
の
人
の
守
護
神
）

三
言
社

（北
社
）
　

士
心
固
男
神

（卯
、
酉
歳
生
ま
れ
の
人
の
守
護
神
）

三
言
社

（中
社
）
　

大
己
貴
神

（寅
、
成
歳
生
ま
れ
の
人
の
守
護
神
）

三
言
社

（南
社
）
　

八
千
矛
神

（辰
、
申
歳
生
ま
れ
の
人
の
守
護
神
）

大
国
主
命
は
お
働
き
に
よ
り
お
名
前
を
七
つ
お
も
ち
で
、
お
名
前
ご
と
に
神
社
が
ま
つ
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
十
二
支
の
生
ま
れ
年
の
守
り
神
さ
ま
と
し
て
、
ま
た
商
売
繁
昌
、

事
業
繁
栄
の
神
さ
ま
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
月
成
人
の
日
に
は
、
初
大
国
え
と
ま
つ
り
、
十
月
九
日
に
は
秋
祭
が
お
こ
な
わ
れ
、

た
く
さ
ん
の
お
詣
り
が
あ
り
ま
す
。

（大
国
会
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
社
務
所
ま
で
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。
）

四

季

の
行
事

写
真

¨
横
山
健
蔵

叉
印
を
除
‘1月 4日 けまり始め節分、弓神事3月 3日 ひな流 し5月 3日 やぶさめ神事・平騎射



⑥
御
手
洗
社

（丸
二
社
）

瀬
織
津
比
賣
命
を
お
ま

つ
り
し
て
い
ま
す
。
病
気
や
け
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
難
除
け
の
神

さ
ま
で
す
。
お
社
は
井
戸
の
上
に
建
立
さ
れ
て
お
り
、
社
の
前
が
み
た
ら
し
の
池
と
呼
ば
れ
、

下
流
を
御
手
洗
川
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
み
た
ら
し
の
池
の
南
庭
は
、
お
ま
つ
り
の
時
の
お
祓

い
の
場
所
で
す
。
葵
祭
に
先
だ

っ
て
斎
王
代
が
み
そ
ぎ
を
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

夏
の
土
用
の
丑
の
日
の

「
足

つ
け
神
事
」
、
立
秋
前
夜
の

「矢
取
り
神
事
」
は
有
名
で
た

く
さ
ん
の
人
で
賑
わ
い
ま
す
。
ま
た
、
み
た
ら
し
の
池
の
湧
く
水
の
あ
ぶ
く
を
人
の
形
に
か

た
ち
ど

っ
た
の
が

「
み
た
ら
し
団
子
」
で
、
発
祥
の
地
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑦
霊
璽
社

（印
社
、
印
璽
社
　
重
要
文
化
財
）

印
鑑

・
契
約
守
護
の
神
さ
ま
と
し
て
篤
い
信
仰
が
あ
り
ま
す
。

境
内
に
、
こ
の
霊
璽
社
の
分
霊

「印
納
社
」
が
お
ま
つ
り
さ
れ
て
お
り
、
古
い
印
章
を
納

め
て
い
ま
す
。
（古
印
章
納
の
ご
祈
祷
は
随
時
受
付
け
て
い
ま
す
。
）

③
楡
営
社
と
口
雪
の
識
ベ

縁
結
び
の
神
さ
ま
と
し
て
有
名
で
、
神
皇
産
霊
神
さ
ま
を
お
ま

つ
り
し
て
い
ま
す
。
結
納

の
守
護
神
と
し
て
も
あ
が
め
ら
れ
、
古
い
結
納
を
納
め
る
ご
祈
祷
も
随
時
お
受
け
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

ま
た
、
お
社
の
脇
の
授
与
所
は
、
『源
氏
物
語
』
に
ち
な
ん
で
調
製
さ
れ
た

「縁
結
び
お

み
く
じ
」
が
人
気
に
な

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
ド
相
生
社
の
縁
結
び
の
ｃ並験

の
あ
ら
わ
れ
に
よ

つ
て
二
本
の
本
が
途
中
か

Ｐヽ
一
本

に
―

結
ば
れ
て
い
る

「連
理
の
賢
木
」
と
い
う
不
思
議
な
ご
神
木
が
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
の
珍
し

下 鴨神 社 境 内 図

]Ⅵ亀皇量皇
バ
ス
停
下
鳴
神
社
前

エッソ

Ｊ
「
―
―
蘇

至
川
端
通

…

　
―

下

鳴

東

通

至河原町通

やぶさめ神事、東帯姿の射手※
斎王代楔の儀



さ
に

『京
の
七
不
思
議
』
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
が
枯
れ
る
と
、
純
の
森
の
ど

こ
か
に
跡
継
ぎ
が
出
来
る
と
の
言
伝
え
が
あ
り
、
現
在
の
ご
神
木
も
四
代
目
に
あ
た
り
ま
す
。

御
蔭
神
社

比
叡
山
の
西
方
、
東
山
三
十
六
峰
二
番
目
の
御
蔭
山
に
鎮
座
し
、
古
代
か
ら
の
祭
祀
、

御
生
神
事
、
現
在
は
御
蔭
祭
と
よ
ば
れ
て
い
る
お
祭
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

赤
の
宮
（争
薦
涯
驚
鷲
レ

高
野
川
の
上
流
に
あ
り
、
古
く
か
ら
開
拓
の
神
と
し
て
篤
い
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
御
蔭
祭

に
は

「路
次
祭
」
が
お
こ
な
わ
れ
、
舞
楽

「還
城
楽
」
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

式
年
遷
宮
と
文
化
財

の
社
殿
五
十

五
棟

当
神
社
は
、
ほ
と
ん
ど
の
社
殿
を
二
十

一
年
ご
と
に
お
社
を
造
り
替
え
る
式
年
遷
官
の
制

度
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
す
べ
て
の
社
殿
が
国
宝

・
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
た
め
、
大
修
理
を
も

っ
て
遷
宮
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
い
ま
は
、
第
三
十
三
回
式
年

遷
宮
が
平
成
六
年
に
東
西
両
本
殿
の
ご
遷
宮
が
お
こ
な
わ
れ
、
つ
づ
い
て
各
社
殿
や
お
社
の

修
理
が
お
こ
な
れ
て
い
ま
す
。

社
殿
は
い
ず
れ
も
平
安
時
代
の
様
式
を
忠
実
に
伝
え
、
本
殿
二
棟
は
国
宝
、
五
十
三
棟
が

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
宝
の
東
西
本
殿
は
い
ず
れ
も

「流
造
」
と
い
う
様
式
で
す
。
こ
の
流
造
は
全
国
の
神
社

で
最
も
多
い
様
式
で
す
が
、
そ
の
は
じ
ま
り
の
形
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
ま
す
。

国
指
定
史
跡
　
純

の
森

三
万
六
千
坪

の
境
内
は

「
札
の
森
」
と
よ
ば
れ
、
全

体
が
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
数
々
の

社
殿
群
と
と
も
に
世
界
文
化

遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
ま

す
。礼

の
森
は
、
古
代
の
山
城

国
の
名
残
を
と
ど
め
る
自
然

遺
産
で
、
文
化
財
と
自
然
環

境
保
全
の
た
め
に
財
団
法
人

「
札
の
森
顕
彰
会
」
が
結
成

さ
れ
、
毎
年
四
月
二
十
九
日

（
み
ど
り
の
日
）
の
市
民
植

樹
祭
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
の

保
全
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
当
神

社
社
務
所
内
事
務
局
ま
で
お

申
し
出
下
さ
い
。

糸Lの 森

5月 12日 御蔭祭・切芝での東滋5月 15日 葵祭・参道を進む行列土用丑日みたらし祭立秋前夜・矢取神事



特
別
公
開

十

二

単

衣

（後
の
客
）

嘗だ⑤

⌒前

梁
〓

夫 隧

単衣①

及単⑨ _́´  客頁オ節

録′

/

ξ
_́´ おすべりヒヽ⑩

力ヽ今さめ

慮 衣

十

二
単
衣

の
着
付
け
と

王
朝
舞

当
神
社
は
、
葵
祭
の
斎
Ｉ
代
の

十
二
単
衣
に
代
表
さ
れ
る
Ｉ
朝
文

化
を
現
在
に
伝
え
て
い
ま
す
。
こ

の
王
朝
文
化
を
紹
介
す
る
た
め
、

十
二
単
衣
の
着
付
け
と
舞
を
公
開

し
て
い
ま
す
．
ご
希
望
に
よ
り
随

時
公
開
―
ンて
い
ま
す
。
社
務
所
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
．

（東
帯
と
十
二
単
衣
で
の
ご
婚
礼
も
承

っ
て
お
り
ま
す
。
お
問
い
合
せ
下
さ
い
ご

単衣

`1解
i袴

I Ji夜 ・名月管絃祭名月管絃祭の舞楽
※


