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路傍に見つける
祇園祭

̶現代京都と祇園祭の調整機構̶
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普
段
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
、
京
都
の

〝
奥
〞
が
開
く
と
き
。
祇
園
祭
は
そ
ん
な

ふ
う
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
い
ま
奥
と
言
っ
た
も
の
の
一

つ
は
、
会
所
。
祇
園
祭
に
関
わ
る
神
事
、

会
合
、お
囃
子
の
練
習
、ご
神
体
の
安
置
、

そ
し
て
山
鉾
を
身
近
に
眺
め
、
そ
こ
へ

乗
り
込
む
た
め
の
桟
敷
と
し
て
用
い
ら

れ
ま
す
。
祇
園
祭
を
執
り
行
う
う
え
で
、

会
所
は
欠
か
せ
な
い
空
間
で
す
。
伝
統

的
な
会
所
の
建
築
は
、
町
屋
の
よ
う
な

姿
。
敷
地
の
奥
に
は
、
大
事
な
懸
装
品

や
解
体
さ
れ
た
山
鉾
の
部
材
を
保
管
す

る
土
蔵
が
あ
り
ま
す
。
巡
行
の
一
週
間

ほ
ど
前
か
ら
、
会
所
の
前
で
は
山
鉾
を

組
み
上
げ
る
鉾
建
て
と
山
建
て
が
始
ま

り
ま
す
。
普
段
は
閉
じ
ら
れ
て
い
た
会

所
の
表
側
が
開
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
物

が
路
上
に
運
び
出
さ
れ
、
ま
ち
の
表
と

奥
と
を
行
き
来
す
る
人
の
動
き
が
生
ま

れ
ま
す
。
場
所
に
よ
っ
て
は
見
物
客
も
、

会
所
の
奥
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
ま
す
。
ご

神
体
や
懸
装
品
を
拝
見
し
、
粽
や
手
ぬ

ぐ
い
を
求
め
る
た
め
、
道
か
ら
奥
へ
と

長
い
行
列
が
続
き
ま
す
。
例
え
ば
、
霰

天
神
山
、
鯉
山
、
役
行
者
山
。

京
都
の
路
上
が
、
人
の
動
き
で
満
ち

る
と
き
。
祇
園
祭
は
ま
た
、
こ
ん
な
ふ

う
に
言
い
表
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

山
鉾
が
建
ち
始
め
る
と
、
車
の
通
行
は

制
限
さ
れ
ま
す
。
祝
祭
の
あ
い
だ
都
市

の
道
は
、
車
で
は
な
く
人
の
側
に
再
び

取
り
戻
さ
れ
ま
す
。
山
鉾
の
無
事
の
完

成
に
向
け
て
、
大
勢
の
人
々
が
立
ち
働

き
ま
す
。

そ
ん
な
山
鉾
町
の
道
端
に
目
を
凝
ら

し
な
が
ら
歩
い
て
み
る
と
、
実
は
そ
こ

に
現
代
京
都
で
祇
園
祭
を
執
り
行
う
た

め
の
小
さ
な
仕
組
み
が
埋
め
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。

ま
ず
は
車
道
の
仕
掛
け
か
ら
。
山
鉾

が
建
て
ら
れ
る
あ
た
り
の
路
面
に
は
四

つ
の
石
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
お

気
付
き
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
山
鉾
を

組
み
上
げ
る
と
き
山
鉾
の
胴
の
脚
の
位

置
を
定
め
る
礎
石
。
お
次
は
そ
こ
か
ら

少
し
離
れ
た
路
上
に
空
い
て
い
る
、
小

さ
な
穴
。
そ
れ
は
山
鉾
を
建
て
起
こ
す

と
き
に
梃
子
を
差
し
込
む
と
こ
ろ
。
ほ

か
に
も
町
境
の
路
面
に
は
、
小
さ
な
穴

が
複
数
空
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ

そ
れ
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
二
階
か
ら
山
鉾

に
渡
る
タ
イ
プ
。
鉾
が
組
み
上
が
る
と

バ
ル
コ
ニ
ー
の
柵
が
ぱ
か
っ
と
開
き
、

橋
が
架
か
り
ま
す
（
菊
水
鉾
）。
長
刀
鉾

で
は
四
条
通
の
ア
ー
ケ
ー
ド
の
屋
根
が

一
部
ぱ
ー
ん
と
ス
ラ
イ
ド
し
て
、
そ
こ

に
鉾
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
会
所
は
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
。
会
所
が
オ

フ
ィ
ス
ビ
ル
の
二
階
（
鶏
鉾
）
に
あ
る

こ
と
も
。

四
条
通
で
は
ま
た
、
普
段
は
車
道
の

上
に
張
り
出
し
て
い
る
交
通
関
系
設
備

が
90
度
回
転
し
て
、
山
鉾
の
通
行
の
た

め
に
空
中
を
譲
り
ま
す
。

中
断
を
含
み
な
が
ら
も
、
平
安
時
代

か
ら
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き

た
都
市
祭
礼
、
祇
園
祭
。
毎
夏
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
京
の
営
み
。
路
傍
に
散
ら
ば
る
ひ
そ

か
な
仕
掛
け
、
動
的
な
仕
組
み
は
、
現

代
都
市
・
京
都
で

祇
園
祭
を
執
り

行
っ
て
い
く
た
め

の
、
さ
ま
ざ
ま
な

調
整
機
構
な
の

で
す
。

は
山
鉾
の
名
を
黒
々
と
書
き
入
れ
た
提

灯
を
、
町
の
辻
に
立
て
る
た
め
。

続
い
て
は
町
屋
の
二
階
あ
た
り
に
目

を
移
し
て
、
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
囃
子
方
な
ど
が
山
鉾

に
乗
り
込
む
高
さ
。
山
鉾
へ
移
る
に
は
、

会
所
な
ど
の
二
階
か
ら
小
さ
な
橋
と
階

段
を
架
け
渡
し
ま
す
。
で
す
が
、
町
屋

の
二
階
か
ら
山
鉾
に
乗
り
込
め
る
よ
う

な
会
所
な
ど
は
も
う
か
な
り
少
な
い
の

が
現
代
の
京
都
。
当
世
の
姿
、
そ
の
一
。

　 会所前で鉾建て中の長刀鉾　　鉾建ての作業時（放下鉾）　　山鉾が建つ位置を示すため
石が埋められている　　巡行ルートに当たる四条通の信号機は、歩道側に向きを変えられる
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