
山さ
ん

王わ
う

社や
し
ろ

〔
室
町
五
条
坊
門
山
王
町
に
あ
り
、
総そ
う

持ぢ

院
と
号
す
。
古
へ
は
叡え
い

山ざ
ん

の
別
院
に
し
て
伝
教
大
師
の
勧
請
な
り
。
祭
神
は
国く
に

常と
こ

立た
ち

尊
に
て
、
本
地
薬
師
仏
を
安
置
す
。
毎
年
四
月
中
の
申
日
、
坂
本
山
王
祭
宵
宮
、
未
の
日
此
所
よ
り
七
社
の
神
供
か
ず

ぐ
調
へ
て
厳
重
に

列
を
つ
ら
ね
、
ま
づ
天
台
座
主
の
御
所
へ
捧
げ
奉
り
、
御
加
持
あ
つ
て
、
そ
れ
よ
り
坂
本
の
本
社
へ
献
ず
。
こ
れ
を
未
の
御
供
と
称
す
。
古

へ
よ
り
の
流
例
に
し
て
今
に
怠
慢
な
し
〕

早は
や

尾を
の

社

〔
同
所
に
あ
り
、
祭
神
猿さ
る

田
彦
命

だ
ひ
こ
の
み
こ
と。

弘
治
年
中
に
霊
告
あ
り
て
、
青
面
金
剛
を
安
ず
、
世
に
庚
申
社
と
称
す
。
近
年
安
永
の
末
住

主
普ふ

門も
ん

僧
都
当
社
を
再
営
す
〕

牛ご

頭づ

天て
ん

王わ
う
の

社
〔
烏
丸
通

か
ら
す
ま
る

高た
か

辻つ
じ

の
北
大
政
所
町
大
善ぜ
ん

院ゐ
ん

の
内
に
あ
り
、
古
へ
祇ぎ

園を
ん

の
御
旅
所
な
り
。
中
頃
秀
吉
公
の
母
堂
大
政
所
の
第

あ
り
〕

肉に
く

桂け
い

水す
ゐ

〔
新
町
通
六
角
の
南
、
人
家
の
奥
に
あ
り
。
竟
て
清
冷
に
し
て
寒
暑
に
増
減
な
く
、
自
然
と
香
気
あ
り
、
故
に
名
と
す
〕

亀き

龍り
う

院ゐ
ん

〔
錦
小
路
新
町
の
西
に
あ
り
、
真
言
宗
随ず
ゐ

心し
ん

院
に
属
す
。
初
は
淳
和
じ
ゆ
ん
わ

帝
の
御
願
に
し
て
弘
法
大
師
の
ひ
ら
く
所
な
り
。
棟
木
の

銘
に
曰
、
天
長
六
年
酉
八
月
建
立
と
云
云
。
凡
今
に
到
り
九
百
五
十
余
年
回
禄
の
災
な
し
、
市
中
に
於
て
い
ま
だ
此
類
を
聞
ず
〕
額
〔
日
出



愛あ
い

染ぜ
ん

明
王
と
書
す
、
仏
殿
の
軒
に
掲
る
、
九
条
関
白
尚ひ
さ

実ざ
ね

公
の
御
筆
な
り
〕

本
尊
愛あ
い

染ぜ
ん

明
王
み
や
う
わ
う

〔
弘
法
大
師
の
作
、
坐
像
一
尺
五
寸
許
〕
亀か
め

薬や
く

師し

〔
寺
内
に
安
置
す
、
金
銅
仏
、
一
尺
五
寸
許
、
亀
甲
に
立
せ
給
ふ
。
古

へ
浦う
ら

島し
ま

太
郎
の
子
龍
宮
よ
り
将
来
し
け
る
と
ぞ
〕

道だ
う

祖そ

神じ
ん
の

社
〔
新
町
通
松
原
の
角
、
人
家
の
裏
に
あ
り
。
今い
ま

首か
ど

途で

神
と
称
す
。
或
京
程
の
図
に
五
条
の
南
、
西
洞
院
の
東
南
半
町
。
又
一

本
に
曰
、
角
四
分
一
と
云
云
〕

宇
治
拾
遺
曰
　
　
道だ
う

命
阿
み
や
う
あ

闍ざ

梨り

〔
伝
大
納
言
道
綱
の
子
〕
と
て
色
に
ふ
け
り
た
る
僧
あ
り
け
り
。
和い
づ

泉み

式し
き

部ぶ

に
通
ひ
け
り
。
経
を
め
で
た
く

読
け
る
。
そ
れ
が
和
泉
式
部
の
が
り
に
ゆ
き
て
ふ
し
た
り
け
る
に
、
目
さ
め
て
経
を
心
す
ま
し
て
よ
み
け
る
程
に
、
八
巻
よ
み
は
て
ゝ

暁
に
ま
ろ
ま
ん
と
す
る
程
に
、
人
の
け
は
ひ
の
し
け
れ
ば
、
あ
れ
は
誰
ぞ
と
問
け
れ
ば
。
お
の
れ
は
五
条
西
洞
院
辺
に
候
翁
に
候
、
此

御
経
を
こ
よ
ひ
承
ぬ
る
事
生
々
世
々
わ
す
れ
が
た
く
候
と
云
け
れ
ば
、
道だ
う

命
曰
み
や
う

、
法
華
経
を
よ
み
奉
る
事
は
常
の
こ
と
な
り
、
こ
よ
ひ

し
も
か
く
は
い
は
る
ゝ
ぞ
と
云
け
れ
ば
。
五
条
の
道さ

祖い

の
曰
、
清
く
て
読
ま
い
ら
せ
給
ふ
時
は
、
梵ぼ
ん

天て
ん

帝た
い

釈し
や
くを

は
じ
め
奉
り
て
聴
聞
せ

さ
せ
給
へ
ば
、
翁
な
ど
は
近
付
ま
い
り
て
承
る
に
お
よ
び
候
は
ず
、
こ
よ
ひ
は
御
行
水
も
候
は
で
読
奉
ら
せ
給
へ
ば
、
諸
天
も
聴
聞
候

は
ぬ
隙
を
、
翁
参
り
て
承
さ
ふ
ら
ひ
ぬ
る
事
の
忘
れ
が
た
く
候
な
り
と
云
ひ
て
去
に
け
る
。



平
た
ひ
ら
の

将ま
さ

門か
ど
の

社
〔
新
町
通
の
西
、
四
条
の
南
、
膏
辻
子
に

か
う
や
く
の
つ
じ

あ
り
。
天
慶
三
年
俵
藤
太
秀
郷
等
将ま
さ

門か
ど

を
滅
し
、
頚
を
此
所
に
梟
し
と
な
り
。

後
世
此
地
に
家
を
建
れ
ば
崇
あ
り
、
故
に
神
に
祝
ひ
て
神か
ん

田だ

明
神
と
崇
む
。
其
頃
空
也
上
人
寺
を
建
て
空く
う

也や

供
養
の
道
場
と
呼
ぶ
、
今
音
声

通
じ
謬
り
て
膏
辻
子
と

か
う
や
く
の
つ
じ

地
名
に
呼
ぶ
。
空く
う

也や

上
人
将ま
さ

門か
ど

の
亡
霊
を
こ
ゝ
に
供
養
し
石
を
建
て
印
と
す
、
今
高
さ
三
尺
許
の
瓜
の
ご
と
き
な
る

石
社
内
に
あ
り
、
こ
れ
を
神
体
と
す
。
又
石
塔
の
台
石
隣
家
の
下
に
圧
れ
あ
り
と
な
ん
〕


