
匡

神
輿
町
に
縁
が
あ
り
、
京
都
の
町
で
は
し
ゃ
ぎ
ま
わ
っ
て
き

た
本
誌
・
袖
岡
が
、
知
っ
て
い
る
範
囲
と
、
「
あ
れ
何
し
た
は

ん
や
る
…
」
と
、
わ
か
ら
ん
（
祇
園
祭
に
関
わ
っ
て
い
る
人
は

多
す
ぎ
て
、
と
い
う
か
、
よ
そ
の
町
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、

よ
～
わ
か
り
ま
せ
ん
の
や
！
）
こ
と
を
わ
か
ら
ん
な
り
に
、
お

ば
ぁ
は
ん
や
ご
近
所
さ
ん
に
訊
い
て
届
は
～
ん
」
と
思
っ
た

こ
と
を
「
ま
と
め
」
て
み
ま
し
た
。

ま
、
何
に
せ
よ
、
ど
な
い
し
た
か
て
京
都
の
人
は
祇
園
祭
が

大
好
き
で
す
。
特
に
祇
園
の
氏
子
圏
の
町
衆
（
「
ち
ょ
う
し
ゅ

う
」
と
一
一
一
一
三
い
ま
す
ね
ん
）
は
、
そ
う
で
す
。
ま
た
、
そ
の
こ
ろ

の
京
都
が
好
き
な
よ
そ
さ
ん
も
、
み
～
ん
な
祇
園
祭
が
大
好
き

で
す
ね
。

鱈
が
好
き
な
人
も
、
鯖
寿
司
棒
で
食
べ
る
人
も
、
鮎
焼
い
た

ら
伯
は
（
「
と
う
は
」
・
・
・
と
一
一
一
一
一
い
ま
す
）
食
べ
は
る
人
も
、
み

ん
な
み
ん
な
祇
園
祭
が
大
好
き
の
よ
う
で
す
。

時
代
祭
も
、
葵
祭
も
え
え
お
祭
り
で
す
。
し
か
し
、
御
霊
会

（
※
注
）
は
、
何
と
い
っ
て
も
祇
園
祭
で
す
。
祇
園
祭
を
楽
し

む
こ
と
は
、
無
病
息
災
、
疫
病
退
散
に
し
て
豊
か
な
生
き
る
知

恵
を
皆
で
共
有
す
る
術
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
京
都
は

町
で
あ
る
の
で
す
。
な
ん
て
え
ら
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま

す
が
、
や
は
り
浴
衣
を
善
た
彼
女
と
う
ん
ち
く
タ
レ
な
が
ら
、

交
通
規
制
さ
れ
た
四
条
通
を
歩
く
の
は
気
分
が
い
い
し
、
た
ま

に
し
か
見
ら
れ
な
い
、
町
家
の
中
や
町
衆
の
持
っ
て
い
る
素
晴

ら
し
い
伝
統
工
芸
な
ど
を
見
せ
て
も
ら
え
る
し
、
無
言
参
り

（
Ｐ
，
釦
参
照
）
の
舞
妓
は
ん
は
や
っ
ぱ
り
カ
ワ
イ
イ
し
・
・
・
。

京
の
町
衆
の
祭
り
Ⅱ
祇
園
祭

ＣＦ､２４

京
都
の
人
が
ワ
ク
ワ
ク
し
て
楽
し
み
に
し
て
い
る
祭
…
と
い

え
ば
、
何
と
一
一
一
一
弓
て
も
祇
園
祭
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
何

せ
、
葵
祭
も
、
時
代
祭
も
市
民
参
加
型
・
・
・
で
は
あ
り
ま
す
が
、

祇
園
祭
は
氏
子
Ⅱ
町
衆
の
祭
り
で
す
。
’
’
一
一
弓
て
は
ナ
ン
で
す
が
、

民
間
の
祭
り
で
あ
っ
て
、
政
と
ち
ょ
っ
と
趣
が
違
う
…
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。
現
在
、
全
国
に
山
車
や
、
地
車
、
そ
し
て
神

輿
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
町
衆
の
祭
は
、
荒
ぶ
る
神
へ
の
畏

怖
、
そ
し
て
疫
病
退
散
、
無
病
息
災
と
い
う
町
衆
の
願
い
を
祭

り
と
い
う
形
で
表
現
し
て
い
く
、
都
市
型
の
祭
り
は
、
す
べ
て

祇
園
祭
が
そ
の
原
型
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
田
植
え
祭
り

や
豊
作
祭
り
と
は
、
ち
ょ
っ
と
（
い
や
だ
い
ぶ
ん
）
毛
色
が
違
う

…
と
い
う
こ
と
も
、
ピ
ン
と
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

謹
義
慧
蕊
蕊
蕊
塞
鍵
蕊

雲
雲
蕊
講
鍵
鋳
議
鐸
蕊

露
：

繍

＆

ヨ匠全

一

心

こ
れ
で
、
あ

、

そ
れ
で
は
、
祇
園
祭
の
始
ま
り
、
始
ま
り
～
。

1１口
抑
湖 ﾉ屯

一



そ
れ
で
は
、
祇
園
祭
が
ど
う
い
う
風
に
今
の

形
に
な
っ
て
い
っ
た
か
？
を
、
ち
ょ
っ
と
見
て

み
ま
し
ょ
う
。
祇
園
祭
は
平
安
時
代
に
生
ま
れ

た
祭
で
す
。
貞
観
ｎ
年
（
８
６
９
）
、
大
飢
鯉
が

京
の
都
を
襲
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
牛
頭
天
下

（
イ
ン
ド
の
神
様
）
の
崇
り
で
あ
る
…
（
今
で

は
素
美
鳴
尊
と
垂
迩
し
て
い
ま
す
）
と
、
当
時

の
国
の
数
で
あ
る
鎚
力
国
に
合
わ
せ
て
、
錨
本

の
鉾
を
立
て
て
、
祇
園
社
か
ら
神
泉
苑
へ
運
び
、

そ
の
泉
に
流
し
た
…
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
鉾
は
、
今
の
鉾
と
は
違
い
６
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
棒
状
で
先
が
諸
刃
の
剣
に
な
っ

た
、
ま
さ
に
鉾
で
す
。
こ
れ
は
京
都
の
各
神
社

の
祭
り
（
藤
森
神
社
、
粟
田
神
社
、
滝
尾
神
社
、

西
院
春
日
神
社
…
）
で
、
神
輿
と
と
も
に
見
る

こ
と
が
今
で
も
出
来
ま
す
。

雲
雲
雲
蕊
議
議
謹
鍾
蕊
議
鍵 蕊

そ
も
そ
も
、

祇
園
祭
の
ス
タ
ー
ト
っ
て
？

鍵:鐸霧 雲
雪
雲
雲
蕊
雪

喜
一
…
鳶

農

雲
珂
州
訂

霞

…
甑

鍵
謹蕊

蕊蕊
一
一
》
率
》
》

応
仁
の
乱
（
京
都
の
人
が
一
一
一
一
』
う

「
こ
の
間
の
戦
争
」
で
す
な
．
．
．
）
で

中
止
し
た
け
れ
ど
…
。

町
衆
の
力
で
、
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ

プ
し
て
復
興
し
た
、
祇
園
祭
。

祇
園
祭
は
、
応
仁
の
乱
で
中
止
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
ト
ホ
ホ
…
。
が
、
し
か
し
、
祇
園

祭
は
町
衆
の
力
で
１
５
０
０
年
に
復
興
さ
れ
ま

し
た
。毎

年
賑
や
か
に
な
っ
て
い
く
鉾
の
巡
行
に
対

し
、
１
５
３
３
年
、
時
の
権
力
者
が
鉾
を
動
か

し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
お
達
し
を
出
し
ま

す
。
と
こ
ろ
が
「
神
事
こ
れ
な
き
と
も
、
山
鉾

を
渡
し
た
し
」
と
、
自
分
た
ち
の
力
Ⅱ
町
衆
の

力
で
鉾
を
出
し
始
め
ま
す
。
こ
れ
ま
で
祇
園
御

霊
会
（
ご
り
ょ
う
え
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
祭
事

が
、
祇
園
祭
と
し
て
町
衆
の
祭
り
と
い
う
側
面

を
持
ち
始
め
る
の
が
、
こ
の
時
で
す
。
鉾
が
巡

行
で
き
な
い
よ
う
に
、
道
に
し
め
縄
を
張
っ
て

結
界
を
つ
く
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
切
っ

て
鉾
は
進
ん
で
い
っ
た
…
そ
う
、
そ
ん
な
出
来

事
の
名
残
が
、
四
条
難
屋
町
の
角
で
、
長
刀
鉾

市
長
の
役
目
・
・
・
・

そ
ん
な
山
鉾
巡
行
の
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
に
、

「
く
じ
改
め
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
四
条

堺
町
で
、
鉾
が
順
番
通
り
に
来
て
い
る
か
を
確

認
す
る
の
で
す
が
、
誰
が
改
め
る
の
か
？
そ
れ

は
、
神
職
で
は
な
く
市
長
な
ん
で
す
ね
。
先
頭

は
長
刀
鉾
と
決
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
く
じ
ど

り
（
巡
行
の
順
番
を
決
め
る
）
も
市
役
所
で
７

月
２
日
に
市
長
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
山
鉾
巡
行

が
町
衆
の
祭
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
表
れ
で

あ
り
ま
す
（

の
稚
児
が
し
め
縄
を
切
る
こ
と
で
鉾
の
巡
行
の

始
ま
り
…
な
の
で
す
。

祇
園
祭
は
ふ
た
つ
あ
る
？

意
外
に
知
ら
な
い
、
祇
園
祭
の
全
容
。

先
ほ
ど
「
神
事
こ
れ
な
き
…
」
と
申
し
ま
し

た
が
、
そ
れ
以
来
、
祇
園
祭
は
ふ
た
つ
の
側
面

を
持
つ
よ
う
に
な
り
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
山
鉾
町
に
お
け
る
町
衆
の
山
鉾
巡
行
の

祭
。
そ
し
て
八
坂
神
社
の
主
宰
さ
れ
て
い
る
神

が
町
を
練
り
巡
る
…
神
輿
の
祭
で
す
。
こ
の
ふ

た
つ
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
７
月
１
日
の
吉
符
入

か
ら
釦
日
の
夏
越
蕨
（
な
ど
し
の
は
ら
い
）
ま

で
１
カ
月
間
続
き
ま
す
。

７
月
Ⅳ
日
の
朝
か
ら
行
わ
れ
る
山
鉾
巡
行
。

そ
し
て
そ
の
前
々
日
の
宵
々
山
、
前
日
の
宵
山

が
有
名
で
す
が
、
Ⅳ
日
の
夜
に
八
坂
神
社
か
ら

出
る
神
輿
の
巡
行
も
ま
た
祇
園
町
衆
の
豪
快
な

「
粋
」
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

山
鉾
の
巡
行

そ
の
昔
（
と
い
っ
て
も
最
近
ま
で
で
す
が

祇
園
祭
に
み
る
、

京
都
の
町
衆
の
し
き
た
り
・
・
・

祇
園
祭
は
７
月
１
日
の
吉
符
入
か
ら
瓢
日
の

夏
越
蕨
ま
で
…
と
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、

山
鉾
町
も
祇
園
町
の
方
も
キ
ュ
ウ
リ
を
食
べ
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
キ
ュ
ウ
リ

を
輪
切
り
に
す
る
と
、
そ
の
切
り
口
が
八
坂
神

社
の
神
紋
に
似
て
い
る
…
と
い
う
の
こ
と
な
の

で
す
。
家
に
家
紋
が
あ
る
よ
う
に
、
神
社
に
も

神
紋
が
あ
り
ま
す
。
で
、
そ
れ
と
似
て
い
る
。
：

と
い
う
理
由
で
、
京
都
の
町
衆
、
祇
園
祭
に
関

わ
る
私
た
ち
は
キ
ュ
ウ
リ
を
食
べ
ま
せ
ん
。
そ

れ
だ
け
祭
り
に
も
、
八
坂
神
社
に
も
、
崇
敬
の

念
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
ん
な
祇
園
祭
の
楽
し
み
を
、
ど
ん
ど
ん
紹

介
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

…
）
、
市
電
Ⅱ
路
面
電
車
が
四
条
通
を
走
っ
て

い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
電
車
が
走
る
た
め
の
架

線
が
通
り
に
架
か
っ
て
い
ま
し
た
。
で
、
祭
り

の
と
き
そ
れ
は
じ
ゃ
ま
で
す
よ
ね
～
。
ど
う
す

る
の
か
？
切
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
し
て
鉾

が
通
り
す
ぎ
る
と
後
ろ
か
ら
ク
レ
ー
ン
車
が
来

て
架
線
を
張
っ
て
い
く
…
。
そ
れ
く
ら
い
祭
り

へ
の
思
い
が
強
い
と
い
う
か
…
。
今
は
路
面
電

車
は
走
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
四
条
通

り
を
鉾
が
巡
行
す
る
の
に
、
な
ん
と
い
っ
て
も

信
号
が
邪
魔
に
な
り
ま
す
。
信
号
機
は
切
っ
て

し
ま
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
…
。
で
、
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
？
折
り
た
た
み
式
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
ね
～
。
そ
れ
く
ら
い
京
の
町
、
町

衆
の
思
い
は
、
祇
園
祭
に
結
び
つ
い
て
い
る
の

で
す
ね
。

御
旅
所

そ
し
て
、
く
じ
を
改
め
て
山
鉾
が
巡
行
し
て

い
く
わ
け
で
す
が
、
是
非
観
て
い
た
だ
き
た
い

の
が
、
御
旅
所
を
過
ぎ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の

御
旅
所
は
祇
園
の
八
坂
神
社
か
ら
神
様
が
出
張

に
来
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
町
の
あ
ち
ら
こ

ち
ら
か
ら
疫
神
を
山
鉾
に
集
め
て
き
て
、
ど
の

御
旅
所
に
閉
じ
こ
め
る
と
、
こ
の
御
旅
所
で
牛

頭
天
王
が
疫
神
を
や
っ
つ
け
る
・
・
・
と
い
う
わ
け

で
す
。で

す
の
で
そ
の
御
旅
所
ま
で
は
「
お
渡
り
」

と
い
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
お
唯
子
で
進
み

※
注
御
霊
会

祇
園
祭
は
、
古
く
は
祇
園
御
霊
会
（
ご
り
ょ
う

え
）
と
呼
ば
れ
、
貞
観
Ⅷ
年
（
８
６
９
）
に
京

の
都
を
は
じ
め
日
本
各
地
に
疫
病
が
流
行
し
た

と
き
、
平
安
京
の
広
大
な
庭
園
で
あ
っ
た
神
泉

苑
に
、
当
時
の
国
の
数
‐
師
力
国
に
ち
な
ん
で
鈴

本
の
鉾
を
立
て
、
祇
園
の
神
を
祭
り
、
さ
ら
に

神
輿
を
も
送
っ
て
災
厄
の
除
去
を
祈
っ
た
こ
と

に
は
じ
ま
り
ま
す
。

２５.ＣＦ

ま
す
。
疫
神
を
御
旅
所
に
封
じ
込
め
た
後
は
戻

り
雌
子
と
い
い
ま
し
て
、
速
い
お
畷
子
に
変
わ

る
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
知
っ
て
お
く

と
、
祇
園
祭
の
見
方
が
ま
た
少
し
変
わ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

辻
回
し

こ
れ
も
ま
た
、
山
鉾
巡
行
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
の
一
つ
で
す
。
山
も
鉾
も
車
輪
が
付
い
て
い

ま
す
が
、
車
軸
は
固
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

方
向
転
換
す
る
に
は
、
道
路
に
竹
を
敷
い
て
、

水
を
打
っ
て
、
滑
ら
せ
て
方
向
転
換
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
京
の
大
辻
、
四
条
河
原
町
で

の
辻
回
し
は
、
各
山
鉾
の
所
作
の
違
い
や
気
合

な
ど
、
大
変
見
ど
こ
ろ
の
多
い
と
こ
ろ
で
す
。

神
幸
祭
、
還
幸
祭

山
鉾
の
巡
行
終
わ
っ
た
後
、
夕
方
に
な
り
ま

す
と
、
祇
園
社
か
ら
御
神
典
が
出
て
き
ま
す
。

祇
園
町
か
ら
大
宮
辺
り
ま
で
神
輿
は
動
く
の
で

す
が
、
こ
れ
が
面
白
い
と
い
う
か
一
切
、
山
鉾

町
を
通
ら
な
い
の
で
す
ね
。
山
鉾
と
神
典
で
そ

れ
ぞ
れ
氏
子
町
が
違
う
し
、
先
述
の
と
お
り
、

こ
れ
が
「
祇
園
祭
の
ふ
た
つ
の
側
面
」
で
あ
り

ま
す
。
Ⅳ
日
に
神
幸
祭
と
し
て
八
坂
神
社
を
出

た
神
輿
は
、
御
旅
所
で
１
週
間
鎮
座
し
、
聖
日

に
ま
た
氏
子
町
、
祇
園
町
を
通
っ
て
神
社
へ
戻

る
の
で
す
。

揺
れ
る
鉾
…

山
鉾
に
は
釘
は
１
本
も
使
わ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
の
大
き
な
体
躯
を
支
え
る
の
は
麦
細
で

す
。
し
か
し
、
そ
の
麦
縄
が
ス
プ
リ
ン
グ
と
な

り
（
見
て
い
る
と
揺
れ
て
ち
ょ
っ
と
、
と
い
う

か
か
な
り
？
恐
ろ
し
い
感
じ
が
し
ま
す
が
…
）

壊
れ
な
い
し
、
コ
ケ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
も
昔

な
が
ら
の
智
恵
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。

蘇
民
将
来
之
子
孫
也

（
そ
み
ん
し
よ
う
ら
い
の
し
そ
ん
な
り
）

八
坂
神
社
御
祭
神
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト

（
素
芙
鳴
尊
）
が
南
海
に
旅
を
さ
れ
た
時
、
一

夜
の
宿
を
請
う
た
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
を
、
蘇

民
将
来
は
粟
で
作
っ
た
食
事
で
厚
く
も
て
な
し

ま
し
た
。
蘇
民
将
来
の
真
心
を
喜
ば
れ
た
ス
サ

ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
疫
病
流
行
の
際
「
蘇
民
将

来
之
子
孫
也
」
と
記
し
た
護
符
を
持
つ
者
は
、

疫
病
よ
り
免
れ
し
め
る
と
約
束
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
故
事
に
ち
な
み
、
祇
園
祭
で
は
、
「
蘇
民

将
来
之
子
孫
也
」
の
護
符
を
身
に
つ
け
て
祭
り

に
奉
仕
し
ま
す
。
ま
た
７
月
瓢
日
に
は
、
蘇
民

将
来
を
お
肥
り
す
る
、
八
坂
神
社
境
内
「
疫
神

社
」
に
お
い
て
「
夏
越
城
」
が
行
わ
れ
、
「
茅

之
輪
守
」
（
「
蘇
民
将
来
之
子
孫
也
」
護
符
）
と

「
粟
餅
」
を
社
前
で
授
与
い
た
し
ま
す
。
こ
の

お
祭
を
も
っ
て
１
カ
月
間
の
祇
園
祭
も
幕
を
閉

じ
ま
す
。
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祇園祭徹底騨剖
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期¥

１１:００稚児社参

長刀鉾稚児が立烏帽子水干姿で従者を従え．騎馬に蒋烈

坂神桂に詣で、俗に言う『お位」をもらう神事が行われ

ます。以後稚児は１７日の巡行まで身を慎み、巡行時は

長刀鉾正面に乗り、太平の舞を舞います。

４

ザｚａＯＯ宵宮祭

駕鵬鮮……蕊I熱無牒……
Ｏ豊園社御真榊建

…………←籍磯綴欝‘灘１０:ＯＯ神剣拝戴

１４:ＯＯ久世稚児社参
久世稚児（駒形稚児）の社参が行われます。久世稚児は１７日の

神幸祭、２４日還幸祭に供します。

１８:ＯＯ神輿洗
神輿三基を舞殿に据え、その内一基（中御座）を担ぎ、列

の前後を松明で照らし、鴨川四条大橋の上まで行き、神輿

を清める儀式を行ないます。２０:30頃八坂神社に戻り、１７日

の神輿渡御にそなえ三基の神輿を飾り付けを行います。

鱗奮I驚慧………．
が山鉾巡行当日、太刀にてこの斎竹にはられた注連縄を切り、

／，s:｡｡伝統芸鱗納

ＣＦ､２６

9:ＯＯ豊園社御真榊建
17日の神幸行列の供をする、御真榊を建てます‘

の祭典後、厄除祈願のため一般の人々が拝戴することがで

きるようになります。

神輿洗の神輿を迎えるため、万灯会有志がそれぞれの

提灯を立て行列を整え巡行します。

八坂神社→河原町四条→市役所→寺町通→

東大路通→神幸道→八坂神社懲縄需蹴調…

謡繍蕊蝋鰯歌萄
２３:ＯＯ日和神楽

山鉾､粥参i
lli30、くじ取式が終わりますと、各山鉾町代表者が八坂神

社に参拝６祭りの無事を神前に祈ります。

１９:ＯＯ石見神楽
八坂神社御祭神!《スサノヲノミコト（素圭鳴尊）の大蛇退治の

舞を京都島根県人会島根奉賛会が行ないます。

霧難蝋饗蝋撫

それはなんと、京都市役所で行われます。

；
１６超｡Eお迎提灯

夕刻より宵山
各山鉾町では山鉾を飾り、祇園職子を奏で、

各家においても家宝、解風等を美しく飾り

ます;。これを、扉風祭といいます。÷

噸馨繍
／Ⅱ
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蕊歴忍東認蒸蕊趨目

霧

霧磯繍譲…

9:００山鉾巡行
長刀鉾を先頭に、前祭の鉾9基、山14基、後祭の山9基が各町を出て、

四条烏丸に集結。祇園峨子も賑やかに、所定のコースを巡行します。

g:OＯくじ改め
くじ取式で決定した巡行順位に従い、大紋烏帽子姿の奉行

(京都市長）が順位を正す儀式です。

韓篭等蝉

１８:ＯＯ神輿渡御出発式
１

神輿渡御出発にあたり、石段下にて三社神輿の差し上げが行なわれ、その後三基

の神輿が氏子区域内をそれぞれ所定のコースに従い巡行。また古例により久世稚

児が中御座に供奉。宮本組の御神宝の供奉があります。２１:00ごろより相次いで

四条御旅所に神輿が入っていきます。以降24日まで御旅所に留まります。

議蝿に蕊………

霧'難鰯繍撫鰯
中心に3本の御幣を立て、四隅に斎竹を立てたものです。

蕊詮＝ＫＢＳ京都毎週土曜日
と夜加時30分絶賛放映中

１６:ＯＯ琵琶奉納
琵琶協会の人々により、琵琶の奉納が行われます。

鳶滋賀県にある日野ク勇武鴫所属する園田３
，Ｊ：兄弟高校1年生②長黙瀕君中堂;1年生の

:戸：次男新，議帆学6…華…毛制ぞ
零れﾚｽﾘﾝｸ゙ の全国大会で優勝をおさめて
鷺いる｡テﾋｨﾚｸﾀｰが三男平君と対職する

轍もあっさりと敗北｡かつて家業を継ぐために
葛式ﾘﾝビ座ク出場をあきらめた父崇さんの

２７.ＣＦ

１０:ＯＯ花傘巡行
傘鉾10余基、馬長稚児、児武者等が列を整えて所定のコースを巡行。

八坂神社到着後(12:00頃)舞踊等の奉納を行ないます。祇園祭花傘連合

会石段下一市役所前一八坂神社。

鯛剛…蝋鴬露饗蕊

鱗

下

ノ

専業主婦兼､消しゴ蟹ゴﾚグﾀ蜜の岡村さん

鷲,繍肴夢釜案だ蕃蕊蕪､３Ｘは日々 練習に励む画

邑：…蕊の令呼這躍に鰯繕したい。

触れてみては？

澱

蝋,#識

身

Ljスリング界、ﾖ只弟

蘇民将来を祭る「疫神社」の鳥居に大茅輪を設け、参拝者はこれをくぐって厄気を

蔵い、又「蘇民将来之子孫也」の護符を授かります。
（
蕊
鐘
鐸
轟

番組のＨＰへアクセスしてご意見､ご感想､応援
メッセージなど､どんどんメールしてください１

パソコンhttp://www､kbs-kyoto・ＣＯ・jp/taniyoru／

ケータイhttp://www・kbs-kyoto・ＣＯ・jp/taniyoru/mobiIe／

20:ＯＯ神輿洗
18:00,「奉告祭」終了後神輿三基の内一基（中御座）を担ぎ、列の前後

を松明で照らし、鴨川四条大橋の上まで行き、神輿を清める儀式を行な

います。２０:30頃八坂神社に戻り、神輿庫に収めます。

監鐸磐勺・型｡…ご坐ニーー…ヨム畢一･'F勺一二拍琶ユニ生も与酉一群＝'｡

潟

賢幻凪ハモ
,鵠､鶴一一画,"と

『数缶四こ咽数千万匹に1匹獲れるか獲れないかといわ

れている､金色のハモ､を追い求め､いざ徳島

へＩこの道27年の漁師.森茂さんの船に乗

せていただき夜の海へ挑む宗イレクター。

漁は約10時間にも波んだ6過酷なロケは続

くが..｡結局､･金色のハモpにお目にかかるこ

とは出来なかった｡しかし脂ののっか堀卜

のハモをスタジオに持ち帰ると､rよ－やった!」

と谷口からお誉めの言藁が．



ゲ
｜
■
’

【
な
ぎ
な
た
ぼ
こ
・
四
条
通
烏
丸
東
入
ル
】

古
来
「
く
じ
と
ら
ず
」
と
い
っ
て
、
毎
年
巡
行
の

先
頭
を
飾
る
。
全
て
の
山
鉾
は
、
こ
の
長
刀
鉾
が
注

連
縄
を
切
っ
て
動
か
な
い
限
り
巡
行
で
き
な
い
。
生

稚
児
（
い
き
ち
ご
）
が
二
人
の
禿
（
か
む
ろ
）
と
共

に
乗
る
、
現
在
唯
一
の
鉾
。
創
建
は
嘉
吉
元
年
（
１

４
４
１
）
頃
と
も
、
そ
れ
以
前
と
も
。
長
刀
の
正
面

が
八
坂
神
社
や
御
所
に
向
か
な
い
よ
う
組
立
て
の
際

南
向
き
に
取
り
付
け
ら
れ
る
。

芦
刈
山
：
：
…
…
鐘
》
鰻
繊

【
あ
し
か
り
や
ま
・
綾
小
路
通
西
洞
院
西
入
ル
】

貧
し
い
た
め
離
別
し
た
妻
が
都
へ
出
て
乳
母
に
な

り
、
や
が
て
裕
福
に
な
っ
た
が
、
別
れ
た
夫
を
思
い

出
し
て
難
波
へ
行
っ
て
み
る
と
、
夫
は
し
が
な
い
芦

長
刀
鉾
：
…
：
…
霧

占
出
山
…
．
繕

【
う
ら
で
や
ま
・
錦
小
路
通
烏
丸
西
入
ル
】

神
功
皇
后
が
三
韓
征
伐
に
際
し
、
肥
前
国
松
浦
郡

玉
島
川
で
鮎
を
釣
っ
て
戦
勝
の
兆
と
し
た
と
い
う

「
日
本
書
紀
」
の
説
話
を
テ
ー
マ
に
し
た
山
で
、
別

名
「
鮎
釣
山
」
。
神
功
皇
后
が
安
産
の
神
と
し
て
祁

ら
れ
、
山
鉾
巡
行
の
く
じ
順
が
早
い
と
そ
の
年
は
お

産
が
軽
い
と
い
わ
れ
る
。

癖
遡
宍
神
山
１
．
鍵

【
あ
ぶ
ら
て
ん
じ
ん
や
ま
・
油
小
路
綾
小
路
下
ル
】

公
家
の
風
早
家
邸
宅
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す

る
、
風
早
町
に
祁
ら
れ
て
い
た
天
神
を
勧
請
し
て
つ

く
ら
れ
た
山
。
油
小
路
通
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
油

天
神
山
」
。
天
明
の
大
火
で
消
失
し
た
が
、
寛
政
７

年
（
１
７
９
５
）
に
復
興
。
宵
山
で
は
学
問
成
就
の

お
守
り
な
ど
を
授
与
す
る
。

売
り
を
し
て
い
た
と
い
う
平
安
時
代
の
「
大
和
物
語
」

を
原
典
と
す
る
謡
曲
「
芦
刈
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
山
。

御
神
体
の
衣
装
は
、
山
鉾
最
古
。

霞
天
神
山
！
、
鍵

【
あ
ら
れ
て
ん
じ
ん
や
ま
・
錦
小
路
通
室
町
西
入
ル
】

永
正
年
間
（
１
５
０
４
～
１
５
２
０
）
京
に
大
火
が

あ
っ
た
が
、
霞
が
降
り
大
火
が
消
え
た
。
そ
の
時
に

一
寸
二
分
（
約
３
．
６
セ
ン
チ
）
の
天
神
像
が
降
っ

て
き
た
の
を
祁
っ
た
の
が
起
源
と
さ
れ
る
。
別
名

「
錦
天
神
山
」
「
火
除
天
神
山
」
。

繕
傘
騨
皿
量
識

【
あ
や
が
さ
ほ
こ
・
綾
小
路
通
室
町
西
入
ル
】

山
鉾
の
非
常
に
古
い
形
態
を
残
し
て
い
る
傘
鉾
の

一
つ
で
、
祇
園
御
霊
会
の
面
影
を
残
す
貴
重
な
鉾
。

鉾
で
は
あ
る
が
、
曳
鉾
で
は
な
く
棒
振
り
を
を
伴
う

踊
り
鉾
で
、
往
時
は
棒
振
り
畷
子
の
行
列
と
し
て
徒

歩
巡
行
し
て
い
た
。
焼
失
や
休
止
を
経
て
、
昭
和
弘

年
に
復
興
。

富
唾
■
■
｜
■
一
ら

層
雪
空
聖

鱗
ＣＦ･Ｚ８

中
国
の
戦
国
時
代
（
前
４
０
３
～
２
２
１
）
斉
の

孟
曽
君
が
蓋
言
に
あ
い
、
秦
の
国
を
逃
れ
て
中
国
の

古
い
関
所
、
函
谷
関
に
着
い
た
時
、
家
来
に
鶏
の
鳴

き
声
を
ま
ね
さ
せ
た
と
こ
ろ
関
門
が
開
き
難
を
逃
れ

た
と
い
う
故
事
に
因
む
。
鉾
で
は
始
め
て
稚
児
人
形

が
作
ら
れ
、
一
条
忠
香
卿
に
よ
り
「
嘉
多
丸
」
と
命

名
さ
れ
、
以
後
稚
児
人
形
を
用
い
て
い
る
。

菊
水
鉾
：
…
ｉ
鰯
建
Ｊ
ｒ
》
繍
州
》
》

【
き
く
す
い
ほ
こ
・
室
町
通
四
条
上
ル
】

鉾
頭
に
は
金
色
の
菊
花
、
稚
児
人
形
は
菊
の
葉
の

露
を
飲
ん
で
７
０
０
年
の
長
寿
を
保
っ
た
と
い
う
説

話
を
元
に
し
た
謡
曲
「
菊
慈
童
」
に
因
ん
で
い
る
。

町
内
に
古
く
か
ら
あ
る
井
戸
の
ゆ
か
り
も
あ
り
、
例

年
旧
日
か
ら
佑
日
に
か
け
て
表
千
家
、
裏
千
家
、
遠

州
流
の
３
流
派
に
よ
っ
て
菊
水
鉾
茶
会
が
行
わ
れ
て

岩
戸
山
：
…
…
ｉ
鯵
謹
箪
《
欝
縛

【
い
わ
と
や
ま
・
新
町
通
高
辻
上
ル
】

有
名
な
神
話
、
天
岩
戸
開
き
を
テ
ー
マ
に
し
た
山

で
、
内
部
に
天
照
大
神
・
手
力
雄
命
の
御
神
体
を
祁

っ
て
い
る
。
山
と
名
が
付
く
が
、
鉾
と
同
じ
屋
根
や

車
を
つ
け
て
お
り
、
曳
山
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
で

は
最
初
の
山
。
南
北
両
観
音
山
と
同
じ
く
北
と
南
に

分
か
れ
、
交
代
で
山
を
出
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。

ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
綜
も
授
与
し
て
い
る
。

＆

西
入
ル
マ

函
谷
鉾
：
…
‐
態

【
か
ん
こ
ほ
こ
・
四
条
通
烏
丸

↓



い
る
。
授
与
さ
れ
る
糠
は
御
利
益
は
不
老
長
寿
・
商

売
繁
盛
。

北
観
音
山
…
…
鱒
雲
畿
一
藤

【
き
た
か
ん
の
ん
や
ま
・
新
町
通
六
角
下
ル
】

「
上
り
観
音
山
」
と
も
呼
ば
れ
、
古
く
は
兄
弟
の

よ
う
な
由
緒
を
持
つ
南
観
音
山
と
交
代
で
出
し
て
い

た
。
現
在
は
前
祭
の
し
ん
が
り
で
あ
る
船
鉾
が
出
発

し
た
後
、
後
祭
の
山
鉾
巡
行
の
先
頭
を
い
く
曳
山
で

あ
る
。
御
神
体
の
観
音
像
は
楊
柳
観
音
座
像
と
、
合

掌
し
て
金
剛
杵
を
捧
げ
て
い
る
三
駄
天
立
像
。

認
山
勢
：
釦
恥
通
六
角
下
ル
】
鍵
繍

「
登
龍
門
」
の
語
源
と
な
っ
た
、
龍
門
の
滝
を
登

っ
た
鯉
は
龍
に
な
る
と
い
う
中
国
の
故
事
。
そ
の

「
登
龍
門
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
山
。
故
事
に
因
ん
で

立
身
出
世
の
お
守
り
も
授
与
し
て
い
る
。

四
条
傘
鉾
：
…
…
：
⑮
鍵
雪
需
》

【
し
じ
よ
う
か
さ
ほ
こ
・
四
条
通
西
洞
院
西
入
ル
】

応
仁
の
乱
以
前
に
起
源
を
も
つ
古
い
鉾
の
姿
を

伝
え
、
明
治
４
年
を
最
後
に
消
滅
し
た
思
わ
れ
た

が
昭
和
帥
年
に
傘
鉾
本
体
が
再
興
、
昭
和
闘
年
に

踊
り
と
離
子
が
復
元
さ
れ
巡
行
に
参
加
。
北
区
の

今
宮
神
社
で
行
わ
れ
る
「
や
す
ら
い
祭
」
に
は
同

様
の
鉾
が
出
て
、
子
供
が
傘
の
下
に
入
る
と
病
を

逃
れ
る
と
さ
れ
る
。

浄
妙
山
…
…
：
：
翁
》
蝿
》
蝉

【
じ
よ
う
み
よ
う
や
ま
・
六
角
通
烏
丸
西
入
ル
】

平
家
物
語
に
あ
る
宇
治
川
の
合
戦
を
テ
ー
マ
に
し

た
山
。
全
て
の
か
き
山
の
中
で
は
最
重
量
で
、
車
輪

票
諦
や
譲
詳
通
三
蒙
下
ル
〕
灘
総

謡
曲
「
志
賀
」
に
ち
な
む
も
の
と
い
わ
れ
、
御

神
体
は
歌
人
で
六
歌
仙
の
一
人
、
大
伴
黒
主
が
桜

花
を
仰
ぎ
眺
め
る
姿
を
表
し
て
い
る
。
実
は
西
行

で
は
と
い
う
説
も
。
授
与
さ
れ
る
綜
に
は
前
年
に

使
用
し
た
桜
花
が
つ
い
て
い
て
、
悪
事
除
け
と
し

て
人
気
が
高
い
。

需
縮
勢
謬
三
蒙
上
と
総

全
て
の
山
鉾
の
中
で
最
北
に
位
置
す
る
。
伊
勢
国

鈴
鹿
山
で
道
ゆ
く
人
々
を
苦
し
め
た
悪
鬼
を
退
治
し

た
鈴
鹿
権
現
「
瀬
織
津
姫
尊
」
の
話
が
テ
ー
マ
。
御

神
体
人
形
は
数
少
な
い
女
性
像
の
中
で
も
特
に
美
人

像
と
し
て
女
性
に
人
気
。

太
尋
山
！
。
鵜

【
た
い
し
や
ま
・
油
小
路
通
仏
光
寺
下
ル
】

聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
建
立
に
あ
た
り
、
良
材

を
求
め
て
自
ら
山
に
入
っ
た
際
の
逸
話
に
基
づ
く
。

応
仁
の
乱
以
前
か
ら
巡
行
し
て
い
た
古
い
山
で
、

聖
徳
太
子
に
因
ん
で
智
恵
の
お
守
り
な
ど
が
授
与

さ
れ
る
。

が
つ
く
ま
で
は
他
よ
り
多
い
か
き
手
が
要
っ
た
．
宵
鶏
鉾

山
で
は
勝
守
を
授
与
す
る
。

真
木
の
天
王
座
に
は
月
読
命
と
伝
わ
る
木
像
が
つ

き
、
鉾
頭
に
新
月
型
（
み
か
づ
き
）
を
つ
け
て
い
る
。

全
て
の
山
鉾
の
中
で
も
っ
と
も
背
が
高
く
、
も
っ
と

も
重
い
。
稚
児
人
形
の
「
於
兎
丸
」
は
、
明
治
妬
年

五
代
目
伊
東
久
重
の
作
で
、
前
年
ま
で
は
生
稚
児
が

乗
っ
て
い
た
。

贈
卿
山
鯵
鶏

【
と
う
ろ
う
や
ま
・
西
洞
院
通
四
条
上
ル
】

応
仁
の
乱
以
前
に
起
源
を
も
つ
山
で
あ
り
、
別
名

「
か
ま
き
り
山
」
。
木
造
黒
漆
塗
唐
破
風
の
御
所
車
に

か
ら
く
り
仕
掛
け
の
か
ま
き
り
が
乗
る
、
山
鉾
の
中

で
唯
一
の
か
ら
く
り
を
持
つ
一
基
。

木
賊
山
…
：
…
⑳

穂

【
と
く
さ
や
ま
・
仏
光
寺
通
西
洞
院
西
入
ル
】

月
鉾
：
…
…
…
：
③

【
つ
き
ほ
こ
・
四
条
通
室

世
阿
弥
の
作
と
い
わ
れ
る
謡
曲
「
木
賊
」
が
由
来

で
、
我
が
子
を
人
に
さ
ら
わ
れ
て
一
人
信
濃
国
園
原

の
里
で
木
賊
を
刈
る
老
翁
を
あ
ら
わ
し
た
御
神
体
で

あ
る
。
迷
子
の
お
守
り
を
授
与
し
て
い
る
。

謡
曲
「
放
下
僧
」
に
因
ん
だ
鉾
と
さ
れ
、
真
木
の

天
王
座
に
放
下
僧
の
像
を
祁
る
。
新
進
の
気
風
が
あ

り
、
提
灯
に
初
め
て
電
灯
を
使
用
し
た
り
、
大
正
Ⅵ

年
に
は
い
ち
早
く
保
存
会
を
設
立
、
他
の
山
鉾
の
保

存
会
設
立
の
呼
び
水
と
な
っ
た
。

蕊
【
に
わ
と
り
ほ
こ
・
室
町
通
四
条
下
ル
】

中
国
古
代
、
尭
の
時
代
に
太
平
が
続
き
、
訴
訟
用

の
太
鼓
（
諌
鼓
）
に
用
が
な
く
な
り
苔
が
生
え
、
鶏

が
宿
っ
た
と
い
う
故
事
に
因
む
。
前
懸
け
の
見
送
り

は
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
制
作
さ
れ
た
も
の

で
、
重
要
文
化
財
指
定
。

伯
牙
山
：
：
…
：
：
翰
謡
癖
》
蝉

【
は
く
が
や
ま
・
綾
小
路
通
新
町
西
入
ル
】

も
と
は
「
琴
割
り
山
（
こ
と
わ
り
や
ま
）
」
と
呼

ば
れ
て
お
り
、
明
治
４
年
の
改
名
に
際
し
、
中
国
周

時
代
の
琴
の
名
手
伯
牙
に
因
む
。
御
神
体
の
人
形
は

手
に
斧
を
持
ち
、
琴
を
破
ろ
う
と
し
て
い
る
。

白
楽
天
山
：
…
：
…
蝋
繍
坐
騨

【
は
く
ら
く
て
ん
や
ま
・
室
町
通
綾
小
路
下
ル
】

応
仁
の
乱
後
の
も
の
と
言
わ
れ
、
唐
の
詩
人
白

楽
天
と
道
林
禅
師
と
の
問
答
に
因
む
。
学
業
成
就

の
お
守
り
な
ど
を
授
与
し
て
お
り
、
真
松
は
山
の

中
で
一
番
高
い
。

橋
弁
慶
山
…
．
鶴

【
は
し
べ
ん
け
い
や
ま
・
蛸
薬
師
通
烏
丸
西
入
ル
】

有
名
な
謡
曲
「
橋
弁
慶
」
に
因
む
山
で
、
五
条
の

大
橋
で
弁
慶
と
牛
若
丸
が
戦
う
姿
を
表
す
。
往
時
は

く
じ
と
ら
ず
で
後
祭
の
先
頭
を
巡
行
し
た
が
、
明
治

５
年
以
降
は
同
じ
く
く
じ
と
ら
ず
で
あ
る
が
、
北
観

音
山
の
次
の
二
番
目
に
巡
行
。
弁
慶
像
の
手
足
に
巻

保
昌
山
！
ｉ
蝋
》
轄
蝋
》

【
ほ
う
し
よ
う
や
ま
・
東
洞
院
通
松
原
上
ル
】

『 刃

山
鉾
シ
ー
ル
を
ゲ
ッ
ト
せ
よ
！

灘
鱒

１
１
…
…
』
…
超
』
誤
…
…
『
野
哲
．

ミ
ッ
ク
も
あ
る
。

謹亀ｈ

２９.ＣＦ

か
れ
た
縄
は
「
力
縄
」
と
い
い
、
心
身
創
建
の
願
い

を
込
め
て
こ
の
力
縄
も
授
与
さ
れ
る
。

凧
識
零
彬
通
皇
羨
下
座
識

山
町
で
あ
る
三
条
町
内
に
祁
ら
る
八
幡
宮
を
山
の

上
に
勧
請
し
て
巡
行
す
る
山
。
正
面
の
朱
塗
の
明
神

鳥
居
に
は
八
幡
さ
ん
の
使
い
と
い
わ
れ
る
雌
雄
の
鳩

二
羽
が
向
い
合
っ
て
い
る
。
鳩
笛
、
夜
泣
き
封
じ
の

鳩
鈴
が
授
与
さ
れ
る
。

飛
騨
諦
町
際
小
路
下
』
腿
鐘
縛

懐
妊
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陣
中
で
崩
御
し
た
仲

哀
天
皇
に
代
わ
っ
て
出
陣
し
、
凱
旋
後
に
無
事
出
産

し
た
と
い
う
神
功
皇
后
に
因
む
鉾
。
安
産
の
守
護
と

し
て
も
霊
験
が
あ
り
安
産
お
守
り
の
他
、
腹
帯
な
ど

も
授
与
し
て
い
る
。

放
下
鉾
…
：
：
…
鰯

【
ほ
う
か
ほ
こ
・
新
町
通
四
条マ

ッ
プ
が
付
属
し
て
い
て
、
見
た
山
鉾
と
こ
ろ
．
新
京
極
通
の
土
産
物
店
に
も
、

可
愛
ら
し
い
イ
ラ
ス
ト
に
な
っ
た
山
数
年
前
に
生
産
さ
れ
て
以
来
、
６
月

鉾
は
、
「
ア
ル
フ
ァ
販
売
株
式
会
社
」
と
７
月
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
の
一
角

と
い
う
会
社
が
製
作
・
販
売
し
た
も
に
並
ん
だ
も
の
だ
が
、
現
在
は
出
荷
し

す
い
．
京
都
市
観
光
協
会
の
監
修
の
も
不
明
と
の
こ
と
。
こ
れ
は
片
っ
端
か
ら

と
制
作
さ
れ
て
お
り
、
山
鉾
町
の
台
紙
探
し
回
っ
て
ゼ
ヒ
と
も
手
に
入
れ
た
い

れ
の
山
鉾
の
特
徴
を
残
し
つ
つ
、
上
手
に
な
る
．
既
に
卸
会
社
に
納
め
た
後
な

い
具
合
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
て
解
り
や
の
で
、
ど
の
ぐ
ら
い
残
っ
て
い
る
か
も

蕊
の
順
に
貼
っ
て
い
け
ば
完
成
、
て
な
ギ
一
部
出
荷
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、

の
。
ち
ゃ
ん
と
犯
基
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
て
お
ら
ず
、
市
場
に
残
っ
た
も
の
だ
け

そ
ち
ら
も
覗
い
て
み
て
欲
し
い
。

』

霊
兼
や
覗
詑
通
四
条
上
ル
瀞
篭

中
国
の
孝
子
説
話
を
集
め
た
一
一
十
四
孝
の
一
人

で
、
病
身
の
母
を
養
う
孟
宗
が
、
雪
の
竹
薮
か
ら
笥

を
掘
り
出
し
て
母
に
与
え
て
喜
ば
せ
た
逸
話
に
因
む

山
。
「
笥
山
」
「
争
山
」
と
も
。

山
伏
山
Ｉ
。
磯
》

【
や
ま
ぶ
し
や
ま
・
室
町
通
蛸
薬
師
下
ル
】

御
神
体
が
山
伏
の
姿
で
あ
り
、
明
治
の
神
仏
分
離

以
前
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
元
治
の
大
火
で
焼
失
し
、

｜
時
再
建
を
断
念
し
た
お
隣
の
菊
水
鉾
が
、
焼
失
し

な
か
っ
た
懸
装
品
を
こ
の
山
伏
山
に
寄
贈
し
て
以

来
、
町
同
士
が
親
密
に
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

火
除
け
、
雷
除
け
の
綜
が
授
与
さ
れ
る
。

南
観
音
山
：
：
…
…
韓
等
鍔
鍔
騨

【
み
な
み
か
ん
の
ん
や
ま
・
新
町
通
蛸
薬
師
下
ル
】

町
名
は
百
足
屋
町
で
、
お
金
の
こ
と
を
「
お
足
」

と
言
っ
た
こ
と
か
ら
商
売
繁
盛
を
願
う
と
も
言
わ
れ

る
。
「
下
り
観
音
山
」
と
も
呼
ば
れ
、
後
祭
の
山
鉾

巡
行
の
し
ん
が
り
、
つ
ま
り
山
鉾
巡
行
の
し
ん
が
り

を
務
め
る
曳
山
で
あ
る
。

武
勇
に
秀
で
、
和
歌
も
堪
能
で
あ
っ
た
平
井
保
昌

に
因
む
。
応
仁
の
乱
以
前
に
も
記
録
が
残
る
、
由
緒

あ
る
山
。
別
名
「
花
盗
人
山
」
。
恋
愛
成
就
や
盗
難

除
け
の
お
守
り
を
授
与
し
て
い
る
。

腿



神社

祇園祭徹底解剖

ＣＦ､３０

祇
園
祭
り
に
は
三
基
の
神
輿
が
出
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
神

様
が
輿
ら
れ
る
…
そ
し
て
氏
子
町
を
ま
わ
る
（
②
③
）
わ

け
な
の
だ
が
、
そ
の
神
輿
を
担
ぐ
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏

子
圏
の
若
衆
な
の
で
あ
る
．
若
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
神

様
を
輿
に
の
せ
て
…
で
あ
る
、
あ
る
程
度
の
倫
理
観
と
責

任
感
、
そ
し
て
体
力
も
あ
る
…
と
い
う
条
件
の
下
、
泌
歳

～
加
代
ま
で
の
青
年
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
、
「
三
若
」
「
四
若
」
「
錦
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

三
条
通
、
四
条
通
、
錦
通
と
考
え
て
も
ら
っ
て
良
い
の
で

す
（
そ
れ
ぞ
れ
「
中
御
座
」
「
東
御
座
」
「
西
御
座
」
を
担

ぎ
ま
す
）
。
厳
密
に
は
な
か
な
か
難
し
い
ん
で
あ
る
が
…
、

ま
、
そ
う
い
う
範
鴫
で
担
ぎ
手
と
氏
子
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ

が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
若
と
い
う
の
は

あ
る
意
味
、
神
輿
を
か
つ
ぐ
青
年
Ⅱ
若
衆
と
い
う
意
味
で

あ
っ
て
、
ど
う
し
て
錦
に
は
若
が
つ
か
な
い
か
と
い
え
ば
、

ゴ
ロ
が
悪
い
か
ら
・
・
・
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
な

ん
と
い
う
か
京
の
「
粋
」
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
御
輿
洗
い
（
⑪
）
の
時
は
、
本
来
三
若
が

担
ぐ
中
御
座
を
、
四
若
の
若
衆
が
担
ぎ
ま
す
。
こ
れ
も
ま

た
複
雑
な
の
で
、
詳
し
い
説
明
は
割
愛
し
ま
す
が
、
担
ぎ

手
は
錦
や
一
一
一
若
の
連
中
も
含
め
て
、
連
合
軍
で
担
ぎ
ま
す
。

神
聖
な
祭
り
の
非
常
に
大
事
な
神
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
。

四
条
通
を
松
明
で
清
め
、
飾
り
つ
け
の
な
い
中
御
座
の

神
輿
を
鴨
川
の
神
水
で
清
め
ま
す
。
と
い
う
か
、
こ
の
日

は
な
ぜ
か
土
砂
降
り
の
雨
が
や
っ
て
き
ま
す
。
水
で
全
て

を
清
め
る
…
そ
ん
な
荘
厳
な
気
分
に
な
る
と
と
も
に
、
心

身
と
も
に
疫
病
に
打
ち
勝
つ
と
い
う
気
に
な
る
か
ら
不
思

議
な
モ
ノ
で
す
。

神
輿
の
三
若
、
四
若
、
錦
っ
て
な
ん
だ
？

⑪神輿洗(７月１０日）
三基の神輿のうち、中御座神輿の鴨川の水で清める神事。

その神輿を迎える提灯の行列が「お迎え提灯」。

７月28日にも、神輿を蔵に納める前に神興洗が行われる。

神
輿
を
か
つ
封

が

申社

※－＝御 輿 洗 ※ 一 ＝ お 迎え提灯

③還幸祭（７月24日）
御旅所に7日間とどまっていた三基の神輿が八坂神社に還る。

蕊§

。
鴬
蝿
一
驚
恥

認宅

罰

〆

篭

(７月１７日）

八坂神社から御旅所までを、それぞれのルートで進む。

の夕刻、１８:００頃から「中御座」「東御座」「西御座」の順に出発。
別に東御座については子供神輿「東若御座」も出る。

凹
鍵

奈
騨
症

藍
向
』
Ｔ

蕊

園祭

甜

祇園祭徹底解剖
【
■
一
Ｖ
●

座
座

御
御

東
西

若四
錦

※
※

７ 一、

あ
り
、
今
な
お
舞
妓
は
ん
で
実
践
し
て
い
る
方
も

多
い
で
す
。
基
本
、
ホ
ン
マ
も
ん
の
舞
妓
は
よ
っ

ぽ
ど
の
知
り
合
い
で
な
い
と
、
声
を
掛
け
て
も
無

視
（
無
言
）
で
す
が
…
。
な
ん
せ
四
条
河
原
町
で

舞
妓
が
歩
い
て
い
る
こ
と
に
遭
遇
す
る
、
し
か
も

ニ
セ
で
は
な
い
の
は
こ
の
「
無
言
参
り
」
の
時
だ

け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
あ
る
意
味
、
無
言
参

り
の
舞
妓
に
会
え
た
ら
、
ご
利
益
…
あ
り
あ
り
、

か
も
で
あ
り
ま
す
。

無
言
参
り

無
言
参
り
は
、
祇
園
祭
に
と
も
な
う
舞
妓
・
芸

妓
の
古
く
か
ら
の
風
習
で
、
藤
井
大
丸
の
東
側
の

御
旅
所
に
神
輿
が
三
基
鎮
座
す
る
汀
日
か
ら
劉
日

の
間
、
祇
園
甲
部
、
宮
川
町
の
舞
妓
・
芸
妓
が
四

条
大
橋
を
超
え
て
、
鴨
川
を
渡
り
、
願
い
を
込
め

「
無
言
」
で
、
四
条
御
旅
町
に
七
日
七
夜
神
輿
前
に

詣
で
る
と
願
い
が
叶
う
（
え
え
旦
那
は
ん
に
つ
い

て
も
ら
う
と
か
、
い
や
な
旦
那
と
は
フ
ォ
ー
エ
バ

ー
し
た
い
と
か
で
す
な
…
）
と
い
う
言
い
伝
え
が

、




