
ぎ
お
ん
ま
つ
り

や
ま
ほ
こ
へ
ん
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知
る

■
山
鉾
巡
行

七
月
十
七
日
午
前
九
時
、
長
刀
鉾
を
先
頭
に
船
鉾
ま
で
の
前

祭
の

さ
き
の
ま
つ
り

山
鉾
二
十
三
基
と
、
そ
れ
に
続
い
て
北
観
音
山
以
下
南
観
音
山
ま
で
の

後

祭
の
九
基
、
合
わ
せ
て
三
十
二
基
が
、
鬮
取
り
式
で
決
め
ら
れ
た

あ
と
の
ま
つ
り

く
じ

と

順
に
従
っ
て
四
条
烏
丸
を
先
頭
に
勢
揃
い
し
、
順
次
東
方
の
御
旅
所
を

お

た

び

し

ょ

目
指
し
て
曳
き
始
め
ら
れ
ま
す
。

巡
行
の
順
次
は
、
あ
ら
か
じ
め
鉾
と
鉾
と
の
間
に
お
よ
そ
三
基
ず
つ

山
が
並
ぶ
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
長
刀
鉾
・
函
谷
鉾
・
放
下

鉾
・
岩
戸
山
・
船
鉾
、
北
観
音
山
・
橋
弁
慶
山
・
南
観
音
山
は
「
鬮
と

ら
ず
」
と
称
し
て
、
順
番
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

巡
行
が
は
じ
ま
っ
て
山
鉾
の
列
が
四
条
堺
町
ま
で
さ
し
か
か
る
と
、

そ
こ
で
鬮
あ
ら
た

め
が

行
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
各

山
鉾
が
正
し
く
鬮

順
に
従
っ
て
い
る

か
あ
ら
た
め
る
儀

式
で
、
各
山
鉾
町

の
町
行
司
が
文
箱

の
中
の
鬮
札
を
差

し
出
し
、
奉
行
役

の
京
都
市
長
が
確
認
を
し
ま
す
。
ま
た
、
四
条
麩
屋
町
で
は
祭
の
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
長
刀
鉾
稚
児
の
注
連
縄
切
り
が
行
わ
れ
ま
す
。

ち

ご

し

め

な

わ

各
山
の
重
量
は

い
ず
れ
も
一
・
二
ト
ン
ぐ
ら
い
で

担
ぎ
方(

山
舁)

、

、

や
ま
か
き

は
十
四
人
程
度
で
す
が
、
鉾
に
な

る
と

大
の
も
の
で
重
量
が
約
十

二
ト
ン
に
達
し
、
組
立
・
巡
行
・

解
体
に
は
の
べ
百
八
十
人
も
の
人

手
を
要
し
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ら

山
鉾
の
う
ち
二
十
九
基
が
重
要
有

形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て

お
り
、
山
鉾
巡
行
は
重
要
無
形
民。

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す

歩
く
／
見
る

■
前

祭(

平
成
十
五
年

巡
行
順)

さ
き
の
ま
つ
り

嘉
吉
元(

一
四
四
一)

年
頃
の
創

長
刀
鉾(

四
条
烏
丸
東
入
長
刀
鉾
町

)１

な
ぎ
な
た建

と
も

そ
れ
よ
り
古
い
と
も
い
わ
れ

鉾

頭
に
三
条
小
鍛
冶
宗
近

、

、
ほ
こ
が
し
ら

さ
ん
じ
ょ
う
こ

か

じ

む
ね
ち
か

作
の
長
刀
を
立
て
た
の
で
長
刀
鉾
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
長
刀

は
、
の
ち
大
永
二(

一
五
二
二)

年
に
三
条
長
吉
作
の
も
の
と
取
り
替

え
、
更
に
延
宝
三(

一
六
七
五)

年
に
は
和
泉
守
来
金
道
作
の
も
の
と

ら
い

な
り
、
現
在
で
は
竹
に
錫
箔
を
張
っ
た
も
の
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

毎
年
必
ず
巡
行
の
先
頭
に
た
ち
、
小
学
生
か
ら
選
ば
れ
た
稚
児
が
二

ち

ご
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人
の
禿

と
共
に
乗
る
の
も
、
今
で
は
こ
の
鉾
だ
け
で
す
。

か
む
ろ

永
正
年
間(

一
五
〇
四
～

霰
天

神
山(

錦
小
路
通
室
町
西
入
天
神
山
町

)２

あ
ら
れ
て
ん
じ
ん

二
一)

京
都
大
火
の
際
、
猛
火
を
消
し
た
霰
と
共
に
降
っ
て
き
た
天

神
像
を
祀
っ
た
の
が
こ
の
山
の
起
こ
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
山

の
縁
起
に
ち
な
ん
で
宵
山
に
は
「
火
防
せ
、
雷
除
け
」
の
御
守
が
授

ひ

ふ

与
さ
れ
ま
す
。

中
国
の
説
話
二
十
四
孝
の

郭
巨
山(

)

四
条
通
西
洞
院
東
入
郭
巨
山
町

３

か
っ
き
ょ一

人
、
郭
巨
の
釜
掘
り
の
故
事
に
ち
な
ん
で
製
作
さ
れ
ま
し
た
。
御

神
体(

人
形)

は
郭
巨
と
そ
の
子
供

「
釜
掘
り
山
」
と
も
呼
ば
れ
て

、

い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
山
に
限
っ
て
屋
根
覆
い
を
か
け
て
い
ま
す
。

こ
の
山
は

御
神
体(

人
形)

山
伏
山(

室
町
通
蛸
薬
師
下
る
山
伏
山
町

)４

、

や
ま
ぶ
しが

山
伏
の
姿
を
し
て
お
り
、
平
安
前
期
の
碩
学
三
善
清
行
の
第
八
子

み
よ
し
の
き
よ
ゆ
き

で
あ
る
浄
蔵
貴
所
の
大
峯
入
り
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

じ
ょ
う
ぞ
う
き
し
ょ

鉾
の
名
は
、
中
国
戦
国
時
代

函
谷
鉾(

)

四
条
烏
丸
西
入
函
谷
鉾
町

５

か

ん

こ

(

前
四
〇
三
～
前
二
二
一)

斉
の
孟

嘗

君
が
食
客
に
鶏
の
声
を
ま
ね

せ
い

も
う
し
ょ
う
く
ん

さ
せ
て
函
谷
関
を
脱
出
で
き
た
故
事
に
ち
な
ん
で
付
け
ら
れ
ま
し

か
ん
こ
く
か
ん

た
。
鉾

頭
の
月
と
山
型
は
山
中
の
闇
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
天

ほ
こ
が
し
ら

保
十(

一
八
三
九)

年
復
興
の
際
、
鉾
で
は
初
め
て
稚
児
人
形(

嘉
多

丸)

を
用
い
ま
し
た
。
前
懸
は
旧
約
聖
書
の
創
世
記
を
描
い
た
タ
ペ

ま
え
か
け

ス
ト
リ
ー(

十
六
世
紀
末
、
重
要
文
化
財)

で
す
。

山
の
由
来
は
、
神
功
皇
后

占
出
山(

錦
小
路
通
室
町
東
入
占
出
山
町

６)

う
ら

で

じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う

が
肥
前
国
松
浦
で
鮎
を
釣
っ
て
戦
勝
の
兆
と
し
た
説
話
に
よ
り
ま

す
。
御
神
体(

人
形)

の
神
功
皇
后
は
、
古
来
よ
り
お
産
に
奇
瑞
が
あ

る
と
さ
れ
、
神
像
に
た
く
さ
ん
の

晒

を
ま
き
、
こ
れ
は
、
巡
行
終

さ
ら
し

、

。「

」

了
後

安
産
の
お
守
り
と
し
て
妊
婦
に
授
与
さ
れ
ま
す

鮎
釣
山

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

四
条
傘
鉾
は
、
織
物
の
垂

四
条
傘
鉾(

)

四
条
通
西
洞
院
西
入
傘
鉾
町

７

し
じ
ょ
う
か
さ

れ
な
ど
を
つ
け
た
傘
と
棒
振
り
囃
子
が
巡
行
す
る
古
い
形
態
の
鉾

ぼ
う
ふ

は

や

し

で
、
応
仁
の
乱
以
前
に
起
源
を
持
ち
、
傘
の
上
に
は
御
幣
と
若
松
を

飾
り
ま
す
。
昭
和
六
十
年
に
鉾
本
体
が
復
元
さ
れ
、
踊
り
と
囃
子
が

復
興
さ
れ
た
同
六
十
三
年
か
ら
三
十
二
番
目
の
山
鉾
と
し
て
巡
行
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

山
に
飾
る
御
神
体(

人
形)

孟
宗
山(

烏
丸
通
錦
小
路
下
る

笋

町

)８

も
う
そ
う

た
か
ん
な

は
、
中
国
の
説
話
二
十
四
孝
の
一
人
で
あ
る
孟
宗
の
雪
中
に
筍
を
得

た
話
を
題
材
と
し
て
お
り

筍
山

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す

見
送

、「

」

。
み
お
く
り

は

昭
和
十
五(

一
九
四
〇)

年
よ
り
竹
内
栖
鳳
筆
の

孟
宗
竹
図(

墨

、

「

た
け
う
ち
せ
い
ほ
う

画)

」
を
用
い
て
い
ま
す
。

鉾

頭
に
三
日
月
を
つ
け
て
い
る
の

月
鉾(

四
条
新
町
東
入
月
鉾
町

)９

つ
き

ほ
こ
が
し
ら

で
こ
の
名
で
呼
ば
れ
、
真
木
の
な
か
ほ
ど
の
天
王
台
に
は
月

読

尊

し

ん

ぎ

て
ん
の
う
だ
い

つ
く
よ
み
の
み
こ
と

を
祀
り
ま
す
。
屋
根
裏
の
金
地
彩
色
草
花
図
は
円
山
応
挙
の
筆
で
、

ま
る
や
ま
お
う
き
ょ

破
風
蟇

股
の
彫
刻
は
左
甚
五
郎
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

は

ふ

か
え
る
ま
た

ひ
だ
り
じ
ん
ご
ろ
う

古
く
か
ら
町
内
の
祠
に

油

天
神
山(

油
小
路
通
仏
光
寺
上
る
風
早
町

)

あ
ぶ
ら
て
ん
じ
ん

10

祀
っ
て
い
た
天
神
を
勧
請
し
て
作
ら
れ
た
山
で
、
正
面
に
は
朱
の
鳥

居
が
立
っ
て
い
ま
す
。
社
殿
の
中
に
天
神
像
を
安
置
し
、
真
木
に
は

し
ん

ぎ

松
の
他
に
紅
梅
の
枝
な
ど
を
飾
っ
て
い
ま
す
。四

天
王
寺
建
立
に
あ
た

太
子
山(

油
小
路
通
仏
光
寺
下
る
太
子
山
町

)

た
い

し

11

り
、
聖
徳
太
子
が
自
ら
山
中
に
入
っ
て
良
材
を
求
め
た
と
い
う
所
伝

に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
山
で
、
御
神
体(

人
形)

に
聖
徳
太
子
を
祀

り
ま
す
。
他
の
山
が
い
ず
れ
も
松
を
立
て
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
山

の
み
杉
を
立
て
ま
す
。

丹
後
守
平
井
保
昌
と
和
泉
式

保

昌
山(

)

東
洞
院
通
松
原
上
る
燈
籠
町

ほ
う
し
ょ
う

た
ん
ご
の
か
み

や
す
ま
さ

12

部
の
恋
物
語
を
題
材
に
、
保
昌
が
式
部
の
た
め
に
紫
宸
殿
の
紅
梅
を

手
折
っ
て
く
る
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
御
神
体(

人
形)

の
保
昌

た

お

は
緋
縅
の
鎧
に
太
刀
を
は
き
、
紅
梅
を
一
杯
に
盛
っ
た
梨
地
蒔
絵
の

ひ
お
ど
し

な

し

じ

ま

き

え

台
を
捧
げ
て
い
ま
す
。

鉾
名
は
天
の
岩
戸
の
常
世
の

鶏

鉾(

室
町
通
四
条
下
る
鶏
鉾
町

)

に
わ
と
り

13
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長
鳴
鳥
に
ち
な
む
と
も
、
中
国
の
故
事
に
よ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す

鉾
頭
は
三
角
形
の
中
に
円
形
の
鶏
卵
を
形
取
っ
た
も
の
で

見
送

。

、

ほ
こ
が
し
ら

み
お
く
り

は
十
六
世
紀
末
ベ
ル
ギ
ー
製
タ
ペ
ス
ト
リ
ー(

重
要
文
化
財)

で
す
。

こ
の
山
は
唐
の
詩
人
白

白
楽
天
山(

室
町
通
仏
光
寺
上
る
白
楽
天
町

)

は
く
ら
く
て
ん

14

楽
天
が
道
林
禅
師
に
仏
法
の
大
意
を
問
う
と
こ
ろ
を
題
材
に
し
て
つ

ど
う
り
ん
ぜ
ん
じ

く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
山
は
松
の
木
が
重
要
な
道
具
立
て
の
一
つ
な

の
で
特
に
壮
大
な
真
松
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

古
い
鉾
の
形
態
を
残
し
て

綾
傘
鉾(

綾
小
路
通
室
町
西
入
善
長
寺
町

)

あ
や
が
さ

15

い
る
傘
鉾
の
一
つ
で
、
金
鶏
が
留
ま
っ
て
い
る
大
き
な
傘
と
棒
振
り

囃
子
の
行
列
が
昭
和
五
十
四
年
か
ら
巡
行
し
て
い
ま
す
。
棒
振
り
囃

子
は
、
赤
熊
を
か
ぶ
り
、
棒
を
持
っ
た
者
が
、
鉦
、
太
鼓
、
笛
に
合

し
ゃ
ぐ
ま

わ
せ
て
踊
る
も
の
で
、
壬
生
六
斎
会
の
人
々
に
よ
り
奉
仕
さ
れ
て
い

ま
す
。

世
阿
弥
の
作
と
い
わ
れ
る

木
賊
山(

仏
光
寺
通
油
小
路
東
入
木
賊
山
町

)

と

く

さ

16

謡
曲
「
木
賊
」
が
題
材
。
御
神
体(

人
形)
は
、
物
語
に
出
て
く
る
我

が
子
を
人
に
さ
ら
わ
れ
て
一
人
信
濃
国
園
原(
現
長
野
県
下
伊
那
郡

阿
智
村)

で
木
賊(

砥
草)

を
刈
る
翁
で
、
腰
に
箕
を
つ
け
左
手
に
木

賊
、
右
手
に
鎌
を
持
っ
て
い
ま
す
。

町
内
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
井

菊
水
鉾(

室
町
通
四
条
上
る
菊
水
鉾
町

)

き
く
す
い

17

戸
、
菊
水
井
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
、
鉾

頭
に
は
金
色
の
菊
花

ほ
こ
が
し
ら

を
つ
け
て
い
ま
す
。
稚
児
人
形
は
菊
の
露
を
飲
ん
で
長
寿
を
保
っ
た

枕
慈
童
。
元
治
元(

一
八
六
四)

年
、
蛤
御
門
の
変
で
焼
失
し
た
こ
の

ま
く
ら
じ
ど
う

鉾
は
、
昭
和
二
十
八
年
に
は
白
木
の
ま
ま
な
が
ら
巡
行
に
参
加
、
装

飾
品
は
三
輪
晁
勢
や
皆
川
月
華
な
ど
昭
和
の
匠
た
ち
の
協
力
を
得
て

み

わ

ち
ょ
う
せ
い

み
な
が
わ
げ
っ

か

新
調
さ
れ
、
そ
の
後
も
年
々
装
飾
が
充
実
し
て
き
て
い
ま
す
。

「

」

、

芦
刈
山(

綾
小
路
通
西
洞
院
西
入
芦
刈
山
町

)

謡
曲

芦
刈

を
題
材
に

あ
し
か
り

18

妻
に
去
ら
れ
て
一
人
淋
し
く
難
波
の
浦
で
芦
を
刈
る
老
翁
の
姿
を
あ

ら
わ
し
て
い
ま
す
。
御
神
体(

人
形)

の
古
衣
装
と
し
て
、
天
正
銘
の

綾
地
締
切
蝶
牡
丹
文
片
身
替
小
袖
が
あ
り
、
山
鉾

古
の
衣
装
と
し

あ

や

じ
し
め
き
り
ち
ょ
う
ぼ
た
ん
も
ん
か
た
み
が
わ
り
こ

そ

で

て
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
琴
破
山
」
と
も
い
わ
れ
、

伯
牙
山(

綾
小
路
通
新
町
西
入
矢
田
町

)

は
く

が

こ
と
わ
り

19

中
国
の
周
時
代
、
琴
の
名
人
伯
牙
が
友
人
で
あ
る

鍾

子
期
の
死
を

し
ょ
う

し

き

聞
い
て
そ
の
琴
の
絃
を
断
っ
た
と
い
う
故
事
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま

す
。

「
蟷
螂
の
斧
を
以
っ
て
降

蟷
螂
山(

西
洞
院
通
四
条
上
る
蟷
螂
山
町

)

と
う
ろ
う

20

軍
の

隧

を
禦
が
ん
と
欲
す
」
と
い
う
中
国
の
故
事
に
ち
な
ん
だ
山

わ
だ
ち

ふ
せ

で
、
別
名
「
か
ま
き
り
山

。
そ
の
起
源
は
、
南
北
朝
時
代
、
当
町

」

在
住
の
四
条
隆
資
の
武
勇
ぶ
り
が
蟷
螂
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四

た
か
す
け

条
家
の
御
所
車
に
蟷
螂
を
乗
せ
て
巡
行
し
た
の
に
始
ま
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
六
年
、
約
百
年
ぶ
り
に
再
興
さ
れ
巡
行
に
加

わ
り
ま
し
た
。
山
鉾
中
唯
一
か
ら
く
り
仕
掛
け
が
見
ら
れ
ま
す
。

鉾
の
名
は
、
真
木
の
な
か
ほ

放
下
鉾(

新
町
通
四
条
上
る
小
結
棚
町

)

ほ
う

か

こ
ゆ
い
た
な

21

ど
の
天
王
台
に
放
下
僧(

小
切
子
を
打
ち
な
が
ら
歌
舞
・
手
品
・
曲

て
ん
の
う
だ
い

こ

き
り

こ

芸
な
ど
の
大
道
芸
を
行
う
僧)

の
像
を
祀
る
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

鉾
頭
は
日
・
月
・
星
三
光
が
下
界
を
照
ら
す
形
を
示
し
、
そ
の
形
が

ほ
こ
が
し
ら

「

」

。

洲
浜
に
似
て
い
る
た
め
別
名

す
は
ま
鉾

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す

山
名
は
天
岩
戸
を
開
い
て
天

岩
戸
山(

新
町
通
高
辻
上
る
岩
戸
山
町

)

い
わ

と

22

照
大
神
を
出
現
さ
せ
る
日
本
神
話
に
由
来
し
ま
す
。
山
と
は
い
え
鉾

と
同
様
の
形
態
で
あ
り

「
曳
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
鉾
柱
の

、
ひ
き
や
ま

か
わ
り
に
屋
根
の
上
に
松
を
立
て
て
い
ま
す
。

神
功
皇
后
の
説
話
に
よ
り
鉾
全

船
鉾(

新
町
通
綾
小
路
下
る
船
鉾
町

)
ふ
ね

じ
ん
ぐ
う

23

体
を
船
型
に
し
、
舳
先
に
は
金
色
の
鷁
、
艫
に
は
黒
漆
塗
螺
鈿
の
飛

げ
き

く
ろ
う
る
し
ぬ
り

ら

で
ん

龍
文
の
舵
を
つ
け
て
い
ま
す
。
占
出
山
と
同
様
に
、
神
像
に
は
た
く

さ
ん
の
岩
田
帯
が
ま
か
れ
、
そ
の
帯
は
安
産
の
お
守
り
と
し
て
妊
婦

に
授
与
さ
れ
ま
す
。
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29 祇園祭 山鉾篇

■
後

祭(

平
成
十
五
年

巡
行
順)

あ
と
の
ま
つ
り

文
和
二(

一
三
五
三)

年
創
建

北
観
音
山(

新
町
通
六
角
下
る
六
角
町

)
き
た
か
ん
の
ん

24

の
曳
山

「
上
り
観
音
山
」
と
も
い
わ
れ
、
後
祭
の
山
鉾
巡
行
の
先

。

頭
を
行
き
ま
す
。
山
の
上
に
は
楊
柳

観
音
像
と
韋
駄
天
像
を
安
置

よ
う
り
ゅ
う
か
ん
の
ん

い

だ

て
ん

し
、
巡
行
の
時
に
は
見
送
の
横
か
ら
観
音
懺
法
の
主
旨
に
ち
な
ん
で

み
お
く
り

せ
ん
ぼ
う

大
き
な
柳
の
枝
を
さ
し
出
し
て
い
ま
す
。

謡
曲
「
橋
弁
慶
」
よ
り

橋
弁
慶
山(

蛸
薬
師
通
烏
丸
西
入
橋
弁
慶
町

)

は
し
べ
ん
け
い

25

弁
慶
と
牛
若
丸
が
五
条
の
大
橋
で
戦
う
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

胴
懸
の
綴
錦
賀
茂
祭
礼
図
は
円
山
応
挙
の
下
絵
で
、
弁
慶
像
着
用
の

ど
う
か
け

つ
づ
れ
に
し
き
か
も
さ
い
れ
い

ず

ま
る
や
ま
お
う
き
ょ

黒
韋
縅

肩
白
胴
丸
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

く
ろ
か
わ
お
ど
し
か
た
じ
ろ
ど
う
ま
る

伊
勢
国
鈴
鹿
山
で
道
行
く
人
を

鈴
鹿
山(

烏
丸
通
三
条
上
る
場
之
町

)

す
ず

か

26

苦
し
め
て
い
た
悪
鬼
を
退
治
し
た
瀬
織
津
姫
尊

(

鈴
鹿
権
現)

を
、

せ

お
り
つ
ひ
め
の
み
こ
と

金
の
烏
帽
子
、
手
に
大
長
刀
を
持
つ
女
人
の
姿
で
現
し
て
い
ま
す
。

龍
門
の
滝
を
登
る
大
き
な
鯉
を
あ

鯉
山(

室
町
通
六
角
下
る
鯉
山
町

)

こ
い

27

し
ら
い
、
奥
の
小
祠
に
は
素
戔
嗚
尊
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
山
に
飾
る

す
さ
の
お
の
み
こ
と

前
懸
、
胴
懸(

二
枚)

、
水
引(

二
枚)

、
見
送
は
一
枚
の
ベ
ル
ギ
ー
製

ま
え
か
け

ど
う
か
け

み
ず
ひ
き

み
お
く
り

毛
綴(

十
六
世
紀)

を
裁
断
し
た
も
の
で
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

町
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
八
幡
宮

八
幡
山(

新
町
通
三
条
下
る
三
条
町

)

は
ち
ま
ん

28

、

、

を
山
の
御
神
体
に
勧
請
し
た
も
の
で

山
の
上
の
小
祠(

総
金
箔)
は

天
明
年
間(

一
七
八
一
～
八
九)

の
製
作
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「

」

、

黒
主
山(

室
町
通
三
条
下
る
烏
帽
子
屋
町

)

謡
曲

志
賀

に
ち
な
み

く
ろ
ぬ
し

29

桜
の
花
を
仰
ぎ
な
が
め
て
い
る
大
友
黒
主
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い

お
お
と
も
の
く
ろ
ぬ
し

ま
す
。
御
神
体(

人
形)

は
寛
政
元(

一
七
八
九)

年
の
銘
を
持
ち
、
山

に
飾
る
桜
の
造
花
は
戸
口
に
挿
す
と
悪
事
が
入
っ
て
こ
な
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

御
神
体
は
、
平
家
物
語
の
宇

浄

妙
山(

六
角
通
烏
丸
西
入
骨
屋
町

)

じ
ょ
う
み
ょ
う

30

治
川
の
合
戦
よ
り
、
橋
桁
を
渡
り
一
番
乗
り
を
し
よ
う
と
す
る
三
井

寺
の
僧
兵
筒
井
浄
妙
と
そ
の
頭
上
を
飛
び
越
え
て
先
陣
を
取
っ
た
一

来
法
師
の
一
瞬
を
捉
え
た
人
形
組
で
、
以
前
に
浄
妙
像
が
着
用
し
て

い
た
黒
韋
縅

肩
白
胴
丸
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

く
ろ
か
わ
お
ど
し

か
た
じ
ろ
ど
う
ま
る

山
の
御
神
体(

人
形)

役

行

者
山(

室
町
通
三
条
上
る
役
行
者
山
町

)

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

31

と
し
て
役
行
者(

洞
内)

と
一
言
主
神(

鬼
形)

、
葛
城

神(

女
体)

の

ひ
と
こ
と
ぬ
し
の
か
み

か
つ
ら
ぎ
の
か
み

三
体
を
安
置
し
て
お
り
、
他
の
山
よ
り
少
し
大
き
く
つ
く
ら
れ
て
い

ま
す
。

「
下
り
観
音
山
」
と
も

南

観

音
山(

新
町
通
錦
小
路
上
る
百
足
屋
町

)

み
な
み
か
ん
の
ん

32

い
わ
れ
、
後
祭
の
山
鉾
巡
行
の

後
を
行
く
曳
山
。
本
尊
は
楊
柳
観

音
と
善
財
童
子
で
形
状
は
北
観
音
山
と
似
て
い
ま
す
が
、
南
観
音
山

ぜ
ん
ざ
い
ど
う

じ

は
四
隅
に
木
製
の
薬
玉
を
つ
け
ま
す
。
南
観
音
山
固
有
の
行
事
と
し

て
宵
山
の
夜
お
そ
く
行
わ
れ
る
「
あ
ば
れ
観
音
」
が
あ
り
ま
す
。
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現在の山鉾の配置

地図中の番号は、各山鉾の説明文にある所在地の下に
付けた番号と符合します。


