
祇ぎ

園を
ん

御ご

神し
ん

詠え
い

〔
洛ら
く

東と
う

祇ぎ

園を
ん

牛ご

頭づ

天
王
の
御
神
詠
と
な
ん
、
此
御
歌
よ
り
近
年
桜
樹
を
奉
献
し
て
社
頭
に
植
る
事
多
し
。

玉
　
　
葉
　
　
我
宿
に
千
も
と
の
桜
花
さ
か
ば
う
へ
置
人
の
身
も
さ
か
へ
な
ん

こ
れ
は
祇ぎ

園を
ん

の
御
歌
と
て
人
の
夢
に
見
へ
け
る
と
な
ん
〕

か
ゞ
し
満
の
梅

〔
当
社
神か
ぐ

楽ら

所し
よ

の
前
に
あ
る
紅
梅
の
名
な
り
〕

か

ゞ

し

ま

ば

毎

木

も

に

ほ

へ

梅

の

花

宗
　
　
　
　
　
祇

〔
今
昔
物
語
云
、
祇ぎ

園を
ん

は
元も
と

山や
ま

階し
な

寺
の
末
寺
に
て
な
ん
有
け
る
。
又
祇ぎ

園を
ん

の
東
に
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の
末
寺
蓮れ
ん

華げ

院ゐ
ん

と
い
ふ
寺
あ
り
、
し
か
る
に
祇ぎ

園を
ん

の
別べ
つ

当た
う

良
算
と

り
や
う
ざ
ん

い
う
者
あ
り
て
、
か
の
蓮れ
ん

華げ

院ゐ
ん

の
堂
の
前
に
微い
み

妙じ
き

紅も
み

葉ぢ

の
あ
り
け
る
を
折
に
や
り
た
り
け
る
。
蓮れ
ん

華げ

院ゐ
ん

の
僧
こ
れ
を
制
し
て

曰
、
別
当
い
か
で
か
天て
ん

台た
い

末ま
つ

寺じ

の
内
な
る
木
を
、
こ
ゝ
ろ
ま
か
せ
に
案
内
も
云
ず
し
て
折
取
る
べ
き
ぞ
、
極
め
た
る
非
常
の
事
な
り
と
。

良
算
り
や
う
さ
んが

使
を
返
し
て
折
さ
ゞ
り
け
れ
ば
、
良
算
大

り
や
う
さ
ん

に
嗔
て
、
か
く
い
ふ
な
ら
ば
其
木
を
み
な
伐
て
来
れ
と
従
者
を
や
り
け
る
程
に
。
か
の
蓮れ
ん

華げ

院
の
法
師
こ
れ
を
悟
て
従
者
の
来
ぬ
さ
き
に
、
其
紅
葉
を
根
際
よ
り
伐
て
け
り
。
良
算
り
や
う
さ
んい

よ

く
嗔
り
け
る
。
然
る
に
横よ

川か
は

の
慈じ

恵ゑ

僧そ
う

正じ
や
う、

天て
ん

台た
い

の
座
主
と
し
て
殿
下
の
御
修
法
に
法ほ
つ

性
寺
し
や
う
じ

に
在
し
け
る
に
、
急
ぎ
参
て
此
よ
し
を
告
け
れ
ば
、
座
主
大
に
嗔
ら
せ
給
ひ
、
良
算
り
や
う
さ
んを

召
給
ひ
け
る
。
良
算
放
言
し
て
参
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
座
主
山
門
の
所
司
を
呼
下
し
て
、
祇ぎ

園を
ん

の
神
人
等
一
統
に
延え
ん

暦
寺
り
や
く
じ

に
随
ふ
べ
き
寄
文
を

儲
て
其
に
判
を
加
へ
よ
と
責
け
れ
ば
、
神
人
等
責
ら
れ
て
佗
て
判
を
加
へ
け
り
。
斯
し
て
後
祇
園
は
天で
ん

台た
い

山さ
ん

の
末
寺
な
り
。
早
く
別
当

良
算
り
や
う
さ
んを

追
放
す
べ
き
よ
し
座
主
よ
り
仰
ら
る
、
良
算
は
こ
れ
を
事
と
も
せ
ず
、
楯
を
儲
け
軍
を
調
て
侍
け
る
間
、
座
主
弥
嗔
て
西
塔
の
平へ
い

南な
ん



房ば
う

に
住
け
る
睿え
い

荷か

と
い
ふ
武
術
第
一
の
人
と
、
致ち

頼ら
い

が
弟
に
入に
ふ

禅ぜ
ん

と
い
ふ
名
高
き
兵
と
二
人
を
、
祇ぎ

園を
ん

に
遣
し
て
、
良
算
を
追
し
む
る
に
、

こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
て
追
却
し
け
り
。
其
後
よ
り
は
睿え
い

荷か

を
別
当
に
な
し
て
執
行
せ
し
め
け
る
と
云
云
〕

祇
園
社
百
首
　
　
あ
ふ
坂
の
杉
よ
り
杉
に
か
す
み
け
り
祇
園
精
舎
の
春
の
曙
　
　
　
　
　
　
　
俊
　
　
　
　
　
成

祇ぎ

園を
ん

削け
づ
り

掛か
け
の

神し
ん

事じ

〔
元
ぐ
わ
ん

朝て
う

寅
刻
と
ら
の
こ
くな

り
。
社
説
に
曰
、
天て
ん

照せ
う

太だ
い

神じ
ん

の
御
祭
事
と
か
や
〕
毎
歳
除
夜
子
の
刻
の
頃
よ
り
社
参
の
諸
人
雑
言
を

恣
に
し
他
人
を
誹
謗
す
、
仮
令
其
声
を
聞
其
人
を
知
る
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
争
ず
、
是
を
恨
ず
、
邪
義
の
祓
に
し
て
勧
善
懲
悪
の
意
な
ら

ん
か
。
其
雑
言
に
勝
た
る
方
迎
年
の
吉
兆
な
り
と
し
、
又
参
詣
下
向
の
道
条
に
て
も
放
言
す
る
を
、
世
俗
謬
て
是
を
削
掛
と
い
ふ
。
抑
神
事

は
丑
の
刻
許
に
、
社
務
執
行
腰
輿
に
の
り
、
社
司
前
駆
し
て
社
参
し
、
執
行
は
拝
殿
に
昇
り
神
前
に
黙
坐
す
る
事
少
時
あ
り
て
経
咒
を
誦
し
、

天
下
安
全
を
祈
る
。
東
西
の
欄
の
内
に
は
削
掛
の
木
を
左
右
に
建
置
、
お
の

く
六
屯
、
こ
れ
即
十
二
月
の
数
に
表
す
。
同
時
に
是
を
燎
と

し
、
其
烟
の
靡
き
向
ふ
方
を
見
て
今
年
五
穀
の
豊
凶
を
占
ふ
。
厥
后
社
司
新
に
井
水
を
汲
で
削
掛
の
火
を
以
て
元
朝
の
神
供
を
調
ふ
。
是
新

年
の
水
火
を
改
る
の
義
な
り
。
参
詣
の
諸
人
も
亦
其
火
を
携
て
家
に
帰
り
元
朝
の
羹
を
煮
な
り
。

千せ
ん

文も
ん

秡は
ら
ひ

〔
三
月
十
四
日
当
社
に
あ
り
。
社
説
に
曰
、
宝ほ
う

銭せ
ん

千
文
を
抛
て
小を

蠅な
は

な
す
神
を
祓
ふ
の
所
謂
な
り
と
ぞ
、
世
に
誓
文
ば
ら
ひ
と

い
ふ
は
僻
言
に
や
〕



神み

輿こ
し

洗あ
ら
ひ

〔
五
月
晦
日
、
六
月
十
八
日
に
あ
り
、
当
社
の
神
輿
を
洗
清
む
る
に
謂
な
り
〕
此
日
夜
に
入
て
四
条で
う

通ど
ほ

大り
や

和ま
と

大お
ほ

路ぢ

の
ほ
と
り
ま

で
舁
出
し
て
祭
事
を
執
行
ふ
。
日
の
中
に
は
壮
麗
な
る
葛
衫
を
揃
着
て
、
御
迎
挑
灯
の
数
か
ず
、
踟
物
は
大
路
に
列
を
な
し
、
祇ぎ

園を
ん

鴨か
も

川が
は

の

妓
婦
女
伶
の
輩
、
月
に
譬
花
に
准
て
え
な
ら
ぬ
風
流
を
つ
く
し
、
頭
に
は
珠
玉
を
鏤
め
身
に
は
錦
繍
を
絡
ひ
、
女
は
髪
の
め
で
た
か
ら
ん
こ

そ
と
い
ひ
し
を
、
露
を
し
ま
ず
し
て
剃
落
し
、
む
く
つ
け
き
断
髪
魁
頭
と
変
じ
、
あ
る
は
色
白
く
肌
な
ど
の
き
よ
ら
に
肥
あ
ぶ
ら
つ
き
た
る

を
あ
ら
は
に
し
、
相
撲
取
の
ま
ね
び
し
て
翠
の
鬘
を
■
毛
に
し
、
額
に
は
角
を
立
、
大
花
前
に
な
り
、
女
と
も
見
へ
ず
■
し
顔
に
出
立
た
る

け
し
き
。
又
は
や
ん
ご
と
な
き
青
雲
の
体
に
粧
ひ
、
女
御
更
衣
の
艶
な
る
姿
を
模
し
、
二
八
に
た
ら
ぬ
美
少
年
の
道
に
物
乞
ふ
百
と
せ
の
姥

に
優
し
て
、
日
の
斜
に
祇ぎ

園を
ん

の
花
街
を
東
へ
通
り
御
社
へ
踟
入
る
さ
ま
、
是
を
見
ん
と
て
都と

鄙ひ

の
人
々
群
り
て
ら
う
が
は
し
く
、
こ
ゝ
の
青

楼
か
し
こ
の
仮
店
簾
を
巻
て
、
浮
浪
放
蕩
の
類
ひ
さ
ゞ
め
き
わ
た
り
、
祇
園
林
に
は
桟
敷
を
構
て
所
せ
く
ま
で
連
り
、
あ
か
ら
め
も
せ
ず
今

や

く
と
待
と
こ
ろ
に
、
前
囃
子
の
琴
三
絃
、
後
は
や
し
の
鉦
太
鼓
に
競
ひ
集
り
、
炎
暑
を
い
と
は
ず
群
を
な
し
、
大
路
は
人
の
山
に
て
、

日
暮
れ
ば
神
燈
の
ほ
か
げ
駢
■
く
、
絹
張
紙
細
工
の
台
に
灯
を
輝
し
、
囃
物
の
打
こ
み
に
時
を
う
つ
す
。
さ
れ
ば
洛
東
の
賑
ひ
此
日
に
勝
る

は
な
し
。
こ
れ
皆
神
の
徳
こ
ゝ
に
顕
れ
、
治
国
平
天
下
の
御
時
に
値
て
、
万
歳
を
謳
ふ
慶
の
声
な
る
べ
し
。

祇ぎ

園を
ん

香か
う

煎せ
ん

〔
是
祇ぎ

園を
ん

の
名
産
に
し
て
世
に
名
高
し
。
西さ
い

門も
ん

の
街
に
製
す
る
家
四
五
軒
あ
り
て
、
竹
器
に
入
こ
れ
を
售
。
又
下し
も

河か
は

原ら

の
茶
店

に
は
香
煎
を
立
て
つ
ね
に
出
す
〕

二に

軒け
ん

茶ぢ
や

屋や

〔
社
頭
の
南
、
大お
ほ

花と
り

表ゐ

の
内
に
あ
り
。
い
に
し
へ
は
茶
店
に
鑵
子
を
か
け
湯
を
泌
し
香
煎
を
立
て
、
社
参
の
人
の
休
息
所
と
す
。



其
濫
觴
は
年
暦
久
遠
に
し
て
詳
に
し
れ
が
た
し
。
今
よ
り
百
八
十
年
前
慶
長
の
頃
、
東
方
に
も
建
て
東
西
両
翼
の
如
し
、
こ
れ
を
二
軒
茶
屋

と
い
ふ
。
む
か
し
の
例
今
に
あ
り
て
元
朝
ぐ
わ
ん
て
うに

は
祇ぎ

園を
ん

の
社
中
こ
ゝ
に
来
り
て
王
服
を
祝
ふ
、
初
め
の
鑵く
わ

子ん
す

西に
し

方か
は

の
家
に
伝
へ
て
秘
蔵
と
す
、

こ
れ
を
見
る
に
古
代
の
作
に
し
て
、
胴
に
紅
葉
唐
松
の
模
様
あ
り
、
名
を
紅
葉
釜
と
な
づ
く
。
毎
歳
六
月
朔
日
に
は
灸
餅
を
串
に
さ
し
て
、

豆
腐
に
合
せ
味
噌
引
と
し
、
こ
れ
を
合
餅
と
い
ふ
、
氷
餅
に
准
し
物
な
ら
ん
。
此
日
祇
園
会
鉾
の
児
、
其
外
参
詣
の
人
々
に
も
こ
れ
を
出
す
。

又
六
月
六
日
に
も
神
楽
所
に
於
て
、
祭
儀
の
役
人
に
こ
れ
を
出
し
て
嘉
例
と
す
。
是
加
茂
社
御
手
洗
団
子
の
類
ひ
な
る
べ
し
。
此
茶
店
今
は

い
に
し
へ
に
変
り
て
、
つ
ね
に
菽
腐
を
剪
て
田
楽
の
形
と
し
、
此
一
種
を
出
し
て
酒
飯
を
售
。
此
所
の
風
俗
な
り
と
て
魚
肉
を
買
ふ
事
を
禁

ず
。
こ
れ
は
む
か
し
比ひ

叡え
の

山や
ま

の
末
院
に
し
て
、
仏
壟
の
ほ
と
り
ゆ
へ
な
る
か
。
今
も
山
門
の
阿あ

闍ざ

梨り

一
夏げ
ち

中ゆ
う

洛ら
く

辺へ
ん

の
神
社
巡
拝
し
給
ふ
時
、

西
方
の
茶
店
に
憩
た
ま
ひ
日
毎
に
昼
食
あ
る
は
、
こ
れ
む
か
し
の
遺
風
な
ら
ん
。
又
阿お

蘭ら
ん

陀だ

人じ
ん

洛ら
く

東と
う

通つ
う

行か
う

の
時
、
東
方
の
茶
店
に
や
す
ら
ひ

け
る
も
流
例
に
な
り
し
と
ぞ
い
ふ
〕

月

は

も

り

花

は

葺

け

り

二

軒

茶

屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
季
　
　
　
　
　
吟

浮う
は

水み
づ

〔
二
軒
茶
屋
の
名
産
な
り
。
犬
桜
の
実
を
梅
酢
に
漬
た
る
を
い
ふ
、
是
酒
毒
を
け
し
食
滞
を
治
す
と
な
ん
、
来
客
懇
望
に
よ
り
て
こ

れ
を
進
む
〕


