
祇ぎ

園を
ん
の

社や
し
ろ

〔
感か
ん

神じ
ん

院ゐ
ん

午ご

頭づ

天て
ん

王わ
う

と
号
す
。
天て
ん

禄ろ
く

年
中
よ
り
祭
祀
を
初
て
行
ふ
。
天
永
二
年
官
符
を
賜
り
、
愛
宕
郡

お
た
ぎ
の
こ
ほ
り

八や
さ

坂か
の

郷が
う

観く
わ

慶ん
け

寺う
じ

感か
ん

神じ
ん

院ゐ
ん

を
も
つ
て
延え
ん

暦り
や

寺く
じ

の
別
院
と
な
る
事
は
、
今
昔
物
語
に
見
え
た
り
。
延
久
三
年
三
月
始
て
行
幸
あ
り
、
事
は
扶
桑
略
記
に
し
る
す
。
承
安
二

年
六
月
、
上
皇
神
与
三
基
を
進
む
、
百
練
抄
に
あ
り
。
正
殿
、
礼
殿
、
神
楽
所
、
御
厨
所
、
小
祠
四
十
、
薬や
く

師し

堂
今
尚
観く
わ
ん

慶け
う

寺
と
号
す
。

元
三
大
師
堂
、
多
宝
塔
は
近
世
烏
有
に
罹
る
、
祠
官
の
長
を
執
行
と
い
ふ
、
家
に
建
仁
以こ
の

降か
た

綸り
ん

旨し

、
院ゐ
ん

宣せ
ん

、
国こ
く

宣せ
ん

、
及
び
将
家
の
書
軸
数
十

章
を
蔵
む
。
僧
房
九
区
祠
職
二
十
余
家
あ
り
。
六
月
祇
園
会
神
幸
の
地
四
条
京
極
に
あ
り
、
当
年
修
補
に
逮
ふ
、
い
に
し
へ
は
烏
丸
五
条
坊

門
大だ
い

善ぜ
ん

院
に
あ
り
、
今
な
ほ
大お
ほ

政ま
ん

所
町
ど
こ
ろ

と
い
ふ
〕

○
祇ぎ

園を
ん

神み
こ

輿し
あ

洗ら
ひ

〔
倭
紀
事
に
云
、
五
月
晦
日
生う
ぶ

子こ

の
男
女
祇ぎ
を

園ん
の

社
に
詣
し
て
、
各
杉
葉
を
受
て
禍
災
を
祓
ふ
、
こ
れ
を
茅
抜
と
称
す
。
夜
に

入
て
神
輿
三
基
を
拝
殿
に
出
し
祭
式
を
勤
む
。
所
謂
本
社
の
中
央
は
素そ

盞さ
の

烏を
の

尊み
こ
とこ

れ
を
大
政
所
と
号
す
、
西
は
稲い
な

田だ

姫ひ
め

こ
れ
を
少せ
い

将
井
し
や
う
の
ゐと

号
す
、
東
は
龍
王
女
こ
れ
を
今
御
前
と
号
す
。
大
政
所
今
御
前
の
神
輿
は
拝
殿
に
出
し
、
少
将
井
の
神
輿
一
基
は
祇
園
町
地
蔵
堂
の
前
ま

で
神
幸
し
奉
り
、
河
水
を
潅
で
こ
れ
を
洗
ふ
、
故
に
此
名
あ
り
。
此
日
昼
よ
り
産う
ぶ

子こ

の
人
々
一
様
の
挑
灯
を
竿
頭
に
張
て
、
伊
達
な
る
浴

衣
を
着
て
本
社
へ
参
る
、
こ
れ
を
御
迎
挑
灯
と
い
ふ
。
又
祇
園
鴨
川
の
女
伶
妓
婦
の
輩
、
風
流
に
姿
を
優
し
て
花
の
盛
の
匂
ふ
が
如
く
、

身
に
は
錦
繍
を
絡
ひ
、
あ
る
は
女
も
男
の
風
俗
に
変
り
、
若
も
老
の
形
と
な
り
、
前
は
や
し
後
囃
子
に
糸
竹
の
音
う
る
は
し
く
、
こ
れ
を

見
ん
と
て
社
頭
二
軒
茶
屋
、
薮
の
下
、
祇ぎ

園を
ん

町ま
ち

の
群
集
は
稲
麻
の
如
く
、
尺
地
の
間
も
な
か
り
け
る
。
又
六
月
十
八
日
も
■
物
を
出
し
て

群
参
晦
日
に
異
な
ら
ず
、
み
な
こ
れ
神
徳
の
余
光
に
し
て
平
天
下
の
い
さ
ほ
し
な
る
べ
し
〕
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