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▲発幸祭＝巡幸する前に、八坂神輿（右）
に御神霊を頂く儀式です。

▼御神霊を乗せ、巡行します。

川
辺
祗
園
祭（
オ
ギ
オ
ン
サ
ア
）は
、大
正

14
年
か
ら
続
く
伝
統
行
事
で
、今
年
で
92
年

目
を
迎
え
ま
し
た
。晴
天
の
中
、約
１
㎞
の
御

神
爾
御
巡
幸
に
続
き
、山
車・神
輿・踊
り
連

が
練
り
歩
き
、観
客
を
魅
了
し
ま
し
た
。

こ
の
祗
園
祭
の
お
こ
り
は
、当
時
の
川
辺

町
商
業
組
合
の
機
関
で
あ
る
商
議
会
を
中
心

に
、地
域
商
工
業
の
振
興
と
会
員
の
親
睦
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、こ
の
祭
事
の
誘
致
と
商

い
の
信
仰
の
対
象
と
し
て
八
坂
神
社
を
建
立

す
る
議
を
進
め
、大
正
14
年
７
月
に
岡
野
吉

太
郎
会
長
と
川
野
藤
助
会
計
係
ら
３
人
が

京
都
に
伺
い
、京
都
八
坂
神
社
に
勧
請
分
祀

の
願
い
を
行
い
、現
在
の
場
所（
諏
訪
補
助
グ

ラ
ン
ド
近
く
）に
八
坂
神
社
を
建
立
し
、こ
の

年
に
第
１
回
の「
オ
ギ
オ
ン
サ
ア
」が
行
わ
れ

た
よ
う
で
す
。ご
神
幸
に
必
要
な
御
輿・山
鉾

な
ど
一
式
の
お
道
具
を
求
め
、山
車
は
地
元

で
建
造
し
た
よ
う
で
す
。当
時
の
会
員
は
わ

ず
か
四
十
余
人
で
、全
員
紋
付
き
袴
の
正
装

で
参
列
し
た
よ
う
で
す
。初
め
て
の
祗
園
祭
で

あ
り
ま
し
た
が
、町
を
あ
げ
て
の
人
出
と
な

り
商
店
は
軒
ご
と
に
酒
を
振
る
舞
い
商
品
も

割
引
い
て
景
気
づ
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

参
考
文
献
：
故
、川
野
藤
雄
氏
著
　
　

「
語
り
継
ぐ
ふ
る
さ
と
川
辺
の
歴
史
」

商
業
の
護
り
の
神
、須
佐
之
男
命
を
奉
祀
す
る
京
都
八

坂
神
社
を
勧
請
分
祀
し
、稲
田
比
寿
命
と
併
せ
て
平
山
諏

訪
の
丘
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。高
台
か
ら
川
辺
町
商
店
街

を
見
守
って
く
れ
て
い
ま
す
。

音
楽
に
乗
せ
て
打

ち
上
げ
る
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
花
火
や
思
い
を
綴

り
打
ち
上
げ
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
花
火
約
２
千

発
が
真
夏
の
夜
を
鮮

や
か
に
染
め
ま
し
た
。

フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る

連
続
花
火
は
圧
巻
で
、

惜
し
み
な
い
拍
手
と
歓

声
が
会
場
を
包
み
ま

し
た
。

花
火
大
会
会
場
ま
で
の
道
路

際
に
は
、紙
灯
篭
が
並
べ
ら
れ
、ゆ

ら
ゆ
ら
と
揺
れ
な
が
ら
、や
さ
し

い
光
で
足
元
を
照
ら
し
て
く
れ
ま

し
た
。

川
辺
独
自
の
仏
壇
技
術
で
あ
る
７
つ
の
工
程（
木
地・彫

刻・宮
殿・金
具・蒔
絵・塗
り・仕
上
げ
）を
取
り
入
れ
、延

べ
八
百
人
の
仏
壇
職
人
が
作
業
に
参
加
し
製
作
さ
れ
た
外

に
類
を
見
な
い
豪
華
さ
が
特
徴
で
す
。

　「
川
辺
祗
園
祭
」は
、平
安

時
代
初
期
、全
国
に
流
行
し

た
疫
病
を
退
散
さ
せ
る
た
め

に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
京

都
八
坂
神
社
の
祭
り
が
源
流

で
、地
域
代
々
、世
代
か
ら
世

代
へ
と
繋
い
で
今
年
で
92
年

目
に
な
って
お
り
ま
す
。

　
祭
り
は
、ま
つ
り
合
わ
せ
で

あ
り
、地
域
の
繁
栄
と
幸
せ

を
願
う
多
く
の
方
々
の
思
い

川
辺
祗
園
祭

八
坂
神
社

花
火
大
会

壱
番
神
輿

パ
レ
ー
ド
・
山
車
・

　　　　神
輿
連
・
踊
り
連

弐
番
神
輿

稚
児
上
げ

御
所
車

花
火
大
会

が
集
ま
り
和
し
て
初
め
て
実

現
で
き
ま
す
。

　
こ
の
祗
園
祭
を
継
続
し
て

い
く
こ
と
で
、地
域
へ
の
和
の

精
神
が
次
世
代
へ
と
引
き
継

が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て

お
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
、多
く
の
方
々

の
ご
協
力
と
ご
支
援
の
も

と
、こ
の
祗
園
祭・花
火
大
会

を
続
け
て
参
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、ご
協
力・ご
支

援
い
た
だ
き
ま
し
た
多
く
の

皆
様
に
は
今
後
と
も
ご
協
力

い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い

し
、心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

御
神
爾
御
巡
幸

稚児行列

男山車 女山車 神官車 八坂神輿
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