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住
吉
神
社
大
祭
日
に
思
う
事　

　

今
日
は
五
月
五
日
、
神
戸
市
東
灘
区
住
吉
の
本
住
吉
神
社
だ
ん
じ
り

祭
の
日
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
令
和
二
年
の
だ
ん
じ
り
引
き
出
し
は
中

止
と
な
っ
た
。
阪
神
淡
路
大
震
災
以
来
の
中
止
で
あ
り
、
我
々
住
吉
の

人
間
に
は
、
心
の
中
に
な
に
か
白
い
ぼ
や
け
た
も
の
が
か
す
む
虚
脱
感

が
あ
り
、
こ
の
歳
に
な
っ
て
も
、
で
あ
る
。

　

東
灘
区
全
体
が
沸
き
立
つ
だ
ん
じ
り
巡
行
で
あ
る
が
、
実
は
、
順
調

に
行
わ
れ
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
。テ
レ
ビ
の
普
及
な
ど
娯
楽
の
変
化
、

交
通
事
情
の
悪
化
に
よ
り
住
吉
で
は
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
か

ら
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
ま
で
、
だ
ん
じ
り
は
引
き
出
せ
ず
、

各
地
区
の
「
だ
ん
じ
り
小
屋
」
で
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。

　

昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
は
引
き
出
し
が
中
止
と
な
る
前
年
で

あ
る
。
筆
者
六
年
生
。
だ
ん
じ
り
の
前
綱
を
引
い
て
い
た
。
宮み

や
い
り入

す
る

た
め
神
社
に
向
け
て
、
太
鼓
、
鐘
の
お
囃
子
も
賑
や
か
に
「
御お

た
び
す
じ

旅
筋
」

を
上
る
だ
ん
じ
り
。
ボ
ク
が
引
い
て
い
る
か
ら
動
い
て
い
る
の
だ
と
思

う
と
一
層
力
が
は
い
る
。

　

世
話
人
の
お
っ
ち
ゃ
ん
た
ち
、
庭
山
の
お
っ
さ
ん
、
藤
田
の
ハ
ル
さ

ん
、井
筒
の
オ
ン
ジ
ャ
ン
が
い
う「
子
供
ら
、も
っ
と
引
か
ん
か
い
や
ぁ
、

だ
ん
じ
り
、
止
ま
っ
て
ま
う
ど
お
っ
。」
と
。
だ
ん
じ
り
の
屋
根
で
は

横
田
の
に
い
ち
ゃ
ん
が
は
た
き
を
振
っ
て
い
る
。
目
尻
に
紅
を
差
し
、

じ
ん
べ
に
猿
を
担
い
で
い
る
。
猿
は
落
下
封
じ
の
赤
い
布
き
れ
の
お
ま

じ
な
い
だ
。

　

翌
年
か
ら
引
き
出
し
が
十
四
年
間
杜
絶
え
る
。
筆
者
の
中
一
か
ら
始

ま
り
会
社
勤
め
を
始
め
た
こ
ろ
ま
で
に
あ
た
る
。
毎
年
大
祭
当
日
は
、

御
旅
筋
の
、
あ
の
だ
ん
じ
り
の
雄
姿
が
ち
ら
つ
き
お
囃
子
が
耳
か
ら
離

最
近
の
住
吉
歴
史
資
料
館
の
活
動
に
つ
い
て
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れ
な
い
。
な
ん
と
も
い
え
な
い
悔
し
さ
を
覚
え
て
い
る
。

　

引
け
な
い
ゆ
え
に
、
傷
ん
で
く
る
だ
ん
じ
り
。
破
れ
か
け
て
い
る
芝

居
絵
の
豪
華
な
刺
繍
幕
、
ツ
ク
ゴ
マ
（
車
輪
）
の
独
特
の
調
製
法
、
提

灯
や
雪
洞
の
飾
り
つ
け
方
法
、
だ
ん
じ
り
囃
子
の
保
存
伝
承
、
そ
し
て
、

狭
い
地
道
を
縦
横
に
引
く
テ
ク
ニ
ッ
ク
な
ど
消
え
て
し
ま
う
の
か
。

　

焦
り
ば
か
り
が
あ
っ
た
。

　

昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
に
引
き
出
し
は
と
も
か
く
も
復
活
す
る
。

　

引
き
出
し
を
続
け
れ
ば
、
な
ん
と
か
将
来
へ
つ
な
げ
る
こ
と
が
出
来

る
と
思
っ
た
の
は
こ
の
と
き
。
三
十
四
年
後
、
筆
者
が
住
吉
歴
史
資
料

館
の
お
世
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
点
で
あ
る
。

住
吉
歴
史
資
料
館

　

Ｊ
Ｒ
住
吉
駅
西
側
す
ぐ
の
本
住
吉
神
社
に
住
吉
歴
史
資
料
館
が
あ

る
。

　

平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）、
震
災
復
興
と
住
吉
神
社
鎮
座
千
八
百

年
記
念
で
財
団
法
人
住
吉
学
園
が
神
主
家
の
屋
敷
を
再
建
し
た
が
、
そ

の
一
部
を
展
示
室
、
会
議
室
、
並
び
に
座
敷
（
二
間
十
六
畳
敷
）
を
持

つ
資
料
館
と
し
て
開
館
し
、
空
襲
を
奇
蹟
的
に
免
れ
た
神
社
並
び
に
神

主
家
伝
来
の
資
料
を
公
開
し
た
。

　

平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
に
は
資
料
の
収
集
、
研
究
体
制
が
加

わ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
を
含
め
現
在
四
名
の
事
業
推
進
委
員
が
お

世
話
を
す
る
体
制
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
当
時
の
住
吉
学
園
本
田
隆
志
理
事
長
の
措
置
で
あ
り
、
同
時

に
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
と
連
携
覚
書
を
結
び
木
曜
日
毎
、

研
究
員
の
先
生
の
全
般
指
導
を
仰
い
で
い
る
。

　

扱
う
テ
ー
マ
は
、
住
吉
に
関
わ
る
歴
史
的
、
文
化
的
、
そ
し
て
防
災

の
為
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　

だ
ん
じ
り
、
宮
神
事
、
神
社
・
村
方
資
料
、
住
吉
宮
町
・
郡
家
遺
跡
、

天
下
の
豪
商
「
灘
住
吉
の
吉
田
家
」、「
水
車
百
輌
臼
一
万
個
」
の
先
進

醸
造
地
帯
、
御
影
石
の
こ
と
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
開
業
の
官
設

鉄
道
住
吉
駅
、「
日
本
一
の
富
豪
村
―
住
吉
村
」、
生
活
協
同
組
合
コ
ー

プ
こ
う
べ
、
渦
森
台
の
大
開
発
「
山
、
海
へ
い
く
」、
そ
し
て
、
阪
神

大
水
害
、
大
震
災
な
ど
で
あ
る
。

　

地
域
の
神
戸
市
立
住
吉
小
学
校
、
渦
が
森
小
学
校
、
住
吉
中
学
校
、

兵
庫
県
立
御
影
高
等
学
校
、
東
灘
区
役
所
、
東
灘
、
中
央
図
書
館
な
ど

と
連
携
し
て
い
る
。

　
「
再
発
見
！
兎う

は
ら原

住
吉
、
昔
を
未
来
へ
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
特
に
子

供
た
ち
を
意
識
し
て
い
る
。

　

住
吉
の
良
い
と
こ
ろ
を
知
り
楽
し
い
暮
ら
し
に
繋
が
れ
ば
と
思
う
。

　

今
の
体
制
で
十
二
年
目
に
は
い
り
、
事
業
が
町
内
近
隣
へ
浸
透
し
て

き
た
。
古
文
書
、
絵
図
、
古
写
真
等
が
持
ち
込
ま
れ
、
古
老
へ
の
聞
き
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取
り
記
録
と
と
も
に
貴
重
な
所
蔵
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
の
主
要
事
業
は
、
江
戸
期
の
豪
商
吉
田
家
の
文
化
事
績
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
神
戸
大
学
等
、
大
学
・
機

関
と
の
共
同
研
究
の
お
手
伝
い
）。
一
九
〇
〇
年
代
の
住
吉
村
・
御
影

町
の
評
価
。
当
地
は
日
本
経
済
を
リ
ー
ド
し
た
資
本
家
・
実
業
家
・
地

主
な
ど
が
大
邸
宅
を
構
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
阪
神
淡
路
大
震

災
の
復
興
と
そ
の
教
訓
の
伝
承
な
ど
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
前
に
、
だ
ん
じ
り
祭
の
解
明
が
あ
る
。
こ
れ
は
別
格
で
常

に
思
っ
て
い
る
。

事
業
の
特
徴

　

旧
兵
庫
県
武
庫
郡
住
吉
村
は
神
戸
市
と
の
合
併
に
先
立
ち
、
村
有
山

林
等
を
基
本
財
産
と
し
て
財
団
法
人
住
吉
学
園
を
設
立
し
た
。
村
を
理

想
の
住
宅
地
に
す
る
夢
が
あ
っ
た
の
だ
。
住
吉
歴
史
資
料
館
は
こ
の
住

吉
学
園
の
設
立
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
村
立
博
物
館
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

　

事
業
の
特
徴
は
、地
元
民
の
立
場
で
の
事
績
の
掘
り
起
こ
し
で
あ
る
。

住
吉
生
え
抜
き
の
事
業
推
進
委
員
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行
う
。

　

但
し
、
独
善
は
禁
物
で
神
戸
大
学
に
は
中
正
・
客
観
の
全
般
指
導
を

受
け
て
い
る
。

　

海
、
山
、
川
が
あ
る
こ
の
地
で
推
進
委
員
は
小
さ
い
と
き
か
ら
走
り

回
り
遊
ん
だ
。
六
甲
南
麓
、
通
称
水
晶
山
で
の
水
晶
探
し
、
赤
塚
山
で

は
ア
ケ
ビ
取
り
。
住
吉
川
谷
筋
の
水
泳
。
夏
で
も
冷
た
い
水
だ
っ
た
。

　

高
度
成
長
期
、
原
口
忠
次
郎
神
戸
市
長
の
「
山
、
海
へ
い
く
」
が
始

ま
る
。
ダ
ン
プ
が
轟
音
を
立
て
て
住
吉
川
河
中
道
路
や
家
の
す
ぐ
横
の

道
を
上
下
し
た
。
ダ
ン
プ
が
途
絶
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
昼
間
、
家
は

ず
っ
と
地
響
き
が
し
て
い
た
。
か
つ
て
の
谷
あ
い
の
静
か
な
道
は
ダ
ン

プ
用
に
拡
張
さ
れ
、
住
民
は
ま
る
で
開
発
現
場
の
通
路
の
よ
う
な
歩
道

を
あ
て
が
わ
れ
た
。
雨
が
降
れ
ば
す
れ
違
え
な
い
。
現
在
で
も
歩
道
は

そ
の
ま
ま
だ
。

　

阪
神
間
の
大
動
脈
、
国
道
四
三
号
線
が
開
通
す
る
。
片
側
六
車
線
、

計
十
二
車
線
で
「
車
の
洪
水
、
轟
音
」
と
い
う
表
現
は
大
げ
さ
で
は
な

か
っ
た
。
国
道
の
上
は
阪
神
高
速
神
戸
線
が
走
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
は
一
日
中
家
が
揺
れ
て
い
た
。山
手
も
浜
手
も
な
い
。

　

埋
め
立
て
ら
れ
た
海
岸
、
削
ら
れ
た
山
、
一
変
し
た
ふ
る
さ
と
の
景

観
。

　
「
住
吉
川
清
流
の
道
」
と
は
い
っ
た
い
何
だ
、
花
崗
岩
質
の
キ
ラ
キ

ラ
光
る
白
い
砂
の
道
は
ど
こ
へ
い
っ
た
。
住
民
が
開
発
工
事
中
ガ
マ
ン

し
た
こ
と
は
何
だ
っ
た
ん
だ
。

　

今
人
気
の
住
宅
地
東
灘
区
の
背
後
に
は
こ
ん
な
事
実
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
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事
業
推
進
委
員
は
こ
の
「
ふ
る
さ
と
の
激
変
」
を
肌
で
知
っ
て
い
る

最
後
の
世
代
で
あ
る
。
こ
の
視
点
を
忘
れ
ず
に
生
れ
育
っ
た
地
元
の
住

み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
し
た
い
。

　

以
下
、
そ
の
よ
う
な
視
点
で
の
事
業
作
業
の
実
際
の
具
体
例
を
二
つ

ご
紹
介
す
る
。

だ
ん
じ
り
祭
の
伝
承

　

本
住
吉
神
社
例
大
祭
「
住
吉
祭
」
で
の
だ
ん
じ
り
引
き
出
し
は
住
吉

の
血
肉
で
あ
る
。

　

祭
に
関
わ
る
文
書
、
経
験
、
並
び
に
聞
き
取
り
な
ど
、
幼
少
か
ら
祭

に
参
加
し
運
営
に
も
携
わ
っ
た
事
業
推
進
委
員
が
調
査
し
記
録
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
問
題
点
を
考
え
て
み
た
い
。

　

旧
暦
六
月
晦
日
（
太
陽
暦
八
月
上
旬
）
の
大
祓
祭
に
そ
の
淵
源
を
も

つ
五
月
四
日
、
五
日
の
住
吉
祭
で
は
十
二
台
の
だ
ん
じ
り
が
引
き
出
さ

れ
皆
が
打
ち
興
ず
る
。

　

四
日
は
宵
宮
、
氏
子
地
区
を
だ
ん
じ
り
が
に
ぎ
や
か
に
廻
る

「
町ち

ょ
う
び
き引」
を
行
う
。

　

五
日
本
宮
は
、
御
神
体
渡
御
・
還
御
の
後
、
神
社
の
南
約
一
キ
ロ
あ

る
御
旅
所
に
だ
ん
じ
り
は
集
結
し
、
午
後
七
時
よ
り
江
戸
末
期
に
定
め

ら
れ
た
順
序
に
従
っ
て
一
台
ず
つ
「
宮
入
」
す
る
。

だ
ん
じ
り
祭
の
奉
仕
者

　

だ
ん
じ
り
を
引
く
人
た
ち
を
「
若わ

か
な
か中

」
と
い
い
、
そ
の
顔
は
輝
い
て

い
る
。
あ
た
り
ま
え
だ
が
、
だ
ん
じ
り
は
人
が
動
か
す
。
力
が
合
わ
な

い
と
動
か
な
い
。

　

運
行
責
任
者
は
若
中
の
長
で
あ
る
帳

ち
ょ
う
が
し
ら

頭
で
あ
る
。
以
下
、
副
頭
（
副

責
任
者
）、
会
計
が
執
行
三
役
で
魔
除
け
七
色
の
糸
で
編
み
上
げ
た
タ

ス
キ
を
掛
け
る
。

　

三
役
を
助
け
る
の
は
経
験
を
積
ん
だ
世
話
人
衆
で
あ
る
。
運
行
上
の

危
険
を
予
知
し
て
避
け
、
け
ん
か
の
仲
裁
を
し
、
だ
ん
じ
り
が
他
の
町

内
に
入
る
と
き
は
挨
拶
を
し
、
祝
儀
の
受
け
渡
し
を
し
た
り
す
る
。
運

行
の
指
令
は
全
て
ウ
チ
ワ
で
行
う
。

　

実
際
に
だ
ん
じ
り
を
動
か
す
の
は
若
い
人
た
ち
で
、
棒
端
方
（
ぼ
う

ば
な
。
だ
ん
じ
り
の
前
後
に
入
り
押
す
）、
屋
根
方
（
立
ち
木
の
枝
除

け
な
ど
）、
並
び
に
「
鳴
り
物
（
ナ
リ
モ
ン
）」
と
も
い
う
囃
子
方
（
太

鼓
、
半
鐘
、
摺
り
鉦
）
を
担
当
す
る
。

　

小
六
ま
で
は
だ
ん
じ
り
の
前
に
延
び
る
「
前
綱
」
を
引
き
、
中
学
か

ら
若
中
衆
で
あ
る
。
ま
ず
後
の
棒
端
で
だ
ん
じ
り
を
押
し
、
セ
ン
ス
に

よ
り
前
の
棒
端
に
入
っ
た
り
、
囃
子
方
、
或
は
屋
根
方
に
廻
る
。
若
中

の
出
で
立
ち
は
腰
巻
、
ジ
ン
ベ
、
白
地
下
足
袋
姿
で
あ
る
。
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経
験
を
積
む
と
世
話
人
と
な
り
浴
衣
を
着
て
麻
裏
草
履
を
履
く
こ
と

が
許
さ
れ
る
。
や
が
て
、
ハ
レ
の
帳
頭
指
名
が
来
る
。

　

総
勢
で
八
〇
名
く
ら
い
は
い
る
。

　

ま
か
な
い
方
の
女
性
を
加
え
る
と
一
〇
〇
名
は
超
す
人
た
ち
が
一
台

の
だ
ん
じ
り
を
動
か
す
た
め
力
を
合
わ
せ
る
。
女
性
が
い
な
け
れ
ば
だ

ん
じ
り
は
動
か
な
い
の
だ
。

町
引
き
、
お
囃
子
方

　

町
引
き
は
、
だ
ん
じ
り
を
町
内
隈
な
く
引
き
、
お
囃
子
の
太
鼓
、
半

鐘
、
摺
り
鉦
の
大
き
な
音
で
悪
霊
・
疫
病
を
祓
い
、
退
散
さ
せ
て
し
ま

お
う
と
す
る
も
の
と
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。

　

囃
子
方
の
太
鼓
手
は
町
内
の
坂
道
、
狭
い
危
険
な
道
な
ど
を
熟
知
し

て
お
り
、
だ
ん
じ
り
が
そ
こ
を
通
過
す
る
と
き
は
お
囃
子
の
調
子
を
変

え
る
。
音
の
強
弱
、
大
小
、
テ
ン
ポ
な
ど
自
在
に
操
り
引
手
を
合
力
さ

せ
大
き
な
馬
力
に
す
る
。
登
り
坂
な
ど
で
引
手
が
疲
れ
て
い
る
と
感
じ

た
ら
、
単
調
に
力
強
く
ゆ
っ
く
り
と
し
た
打
ち
方
に
変
え
る
。

　

夜
の
巡
行
で
も
構
わ
な
い
。
太
鼓
手
は
町
引
き
ル
ー
ト
を
熟
知
し
て

お
り
外
を
吹
く
風
の
匂
い
で
巡
行
中
の
位
置
が
わ
か
る
し
、
水
路
が
流

れ
て
お
れ
ば
、
そ
の
水
音
で
も
場
所
が
わ
か
る
。

　

囃
子
方
は
先
輩
か
ら
「
オ
マ
エ
ら
は
神
さ
ん
の
声
を
聞
い
て
太
鼓
の

打
ち
方
を
決
め
、
だ
ん
じ
り
を
引
き
や
す
い
よ
う
に
す
る
の
が
役
目
」

で
「
神
さ
ん
が
オ
マ
エ
に
乗
り
移
っ
て
い
る
の
だ
と
思
え
」
と
い
わ
れ

る
ほ
ど
の
重
要
な
配
置
で
あ
る
。
鳴
り
物
は
安
全
運
行
の
か
な
め
な
の

で
あ
る
。

祭
礼
を
支
え
る
裏
方
女
性

　

女
性
は
、
町
内
会
館
台
所
に
陣
取
り
、
ま
か
な
い
を
担
当
す
る
。
食

事
の
基
本
メ
ニ
ュ
ー
は
決
ま
っ
て
お
り
、
何
日
も
前
か
ら
下
ご
し
ら
え

が
始
ま
る
。

　

家
事
の
合
間
を
縫
っ
て
会
館
に
集
ま
り
、
メ
ニ
ュ
ー
担
当
を
決
め
食

材
の
買
い
物
を
す
る
。
毎
回
一
〇
〇
名
を
超
す
昼
食
、
夕
食
、
そ
し
て

休
憩
時
の
腹
ご
し
ら
え
食
な
ど
、
食
事
が
出
来
あ
が
っ
て
い
く
様
は
壮

観
で
あ
る
。

　

名
物
「
ふ
き
」
と
「
た
け
の
こ
」
の
煮
し
め
、
握
り
飯
に
加
え
、
サ

ン
ド
イ
ッ
チ
、
と
ん
か
つ
、
鶏
の
唐
揚
げ
、
カ
レ
ー
、
関
東
煮
、
イ
チ

ゴ
な
ど
も
出
て
く
る
。

　

ま
か
な
い
方
の
女
性
た
ち
が
祭
礼
の
二
日
間
で
、
美
し
く
飾
り
付
け

ら
れ
た
だ
ん
じ
り
を
目
に
す
る
機
会
は
少
な
く
、
宵
宮
の
町
引
き
で
、

町
内
会
館
の
前
を
通
る
と
き
く
ら
い
で
あ
る
。

　

そ
の
時
は
、
エ
プ
ロ
ン
姿
の
ま
ま
会
館
玄
関
前
に
並
び
、
通
り
過
ぎ

る
だ
ん
じ
り
を
拍
手
で
見
送
る
。

　

し
か
し
、
見
逃
さ
な
い
。
今
年
の
帳
頭
の
人
望
は
ど
う
か
。
う
ま
く
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引
け
て
い
る
か
。
お
囃
子
は
ち
ょ
っ
と
下
手
だ
な
、
と
か
一
瞬
で
見
抜

く
。
女
性
に
な
め
ら
れ
る
と
、
ま
か
な
い
の
味
が
変
わ
る
。

　

一
方
、
屋
根
を
見
上
げ
て
、「
あ
れ
は
ど
こ
の
子
や
」、「
×
×
さ
ん

と
こ
の
下
の
子
や
」、「
も
う
屋
根
に
乗
る
歳
に
な
っ
た
ん
か
。
え
え
若

い
衆
に
な
っ
た
も
ん
や
な
。」、「
上
の
子
は
、前
の
棒
端
で
引
い
と
る
わ
」

と
い
っ
た
調
子
で
、
町
内
の
子
供
た
ち
の
成
長
具
合
も
把
握
す
る
。

　

こ
の
間
、
一
〇
分
も
な
い
。
だ
ん
じ
り
が
去
っ
て
し
ま
う
と
急
い
で

台
所
に
戻
る
。
夕
食
の
天
ぷ
ら
揚
げ
は
ま
だ
や
っ
と
半
分
だ
。

　

か
つ
て
女
性
は
、
だ
ん
じ
り
に
触
れ
な
か
っ
た
。
地
元
の
娘
さ
ん
は

出
た
い
、
屋
根
に
乗
り
た
い
気
持
ち
を
地
団
駄
踏
ん
で
我
慢
し
、
ま
か

な
い
方
に
廻
っ
た
。

　

嫁
い
で
き
た
奥
さ
ん
は
、ま
か
な
い
方
で
婦
人
会
デ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。

「
ど
こ
そ
こ
の
お
嫁
さ
ん
」
と
い
う
言
い
方
で
品
評
が
な
さ
れ
る
。
若

い
嫁
た
ち
も
負
け
て
い
な
い
。
嫁
同
士
が
横
の
連
携
を
と
り
親
睦
を
深

め
、
主
的
ボ
ス
の
弱
点
を
共
有
し
て
攻
め
、
ま
か
な
い
の
作
業
効
率
を

保
つ
。

　

こ
の
雰
囲
気
こ
そ
町
内
の
人
た
ち
の
和
で
あ
り
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ

く
り
の
原
点
で
あ
る
と
感
じ
る
。
ま
た
、
防
災
の
大
き
な
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
で
、
先
の
大
震
災
で
は
町
内
の
地
理
を
熟
知
し
て
い
る
こ
と
、
食
事

の
ま
か
な
い
に
慣
れ
て
い
る
事
が
復
興
に
ど
れ
ほ
ど
役
立
っ
た
こ
と

か
。

だ
ん
じ
り
祭
の
問
題
点

　

祭
は
年
々
、盛
大
に
な
っ
て
来
て
い
る
が
実
は
変
質
し
て
き
て
い
る
。

　

神
事
面
の
大
問
題
は
、
だ
ん
じ
り
の
宮
入
と
町
引
き
の
順
序
が
逆
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
要
は
「
お
祓
い
の
ま
つ
り
」
が
成
立
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）、
だ
ん
じ
り
引
き
出
し
を
時
代
遅
れ

と
観
念
し
神
社
境
内
に
各
地
区
の
だ
ん
じ
り
を
集
め
た
。
と
こ
ろ
が
何

と
、
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）、
だ
ん
じ
り
引
き
出
し
が
復
活
し
た
。

し
か
し
、
だ
ん
じ
り
は
お
宮
に
あ
っ
て
地
区
に
は
居
ら
ず
、
ど
う
し
て

も
宮
入
が
巡
行
の
最
後
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

既
に
四
十
五
年
、
若
い
人
は
こ
れ
が
祭
の
形
態
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
深
刻
な
の
は
参
加
す
る
人
が
変
わ
っ
た
点
で
あ
る
。

　

地
元
の
若
者
が
減
り
、
地
縁
の
な
い
愛
好
者
間
の
ネ
ッ
ト
呼
び
か
け

で
の
参
加
が
増
え
て
き
て
い
る
。
楽
し
い
祭
に
し
な
い
と
引
き
手
は
集

ま
ら
な
い
。
盛
り
上
が
っ
て
、
感
動
さ
せ
、
よ
し
来
年
も
、
と
思
わ
せ

な
い
と
い
け
な
い
。

　

そ
の
結
果
、神
事
そ
っ
ち
の
け
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
増
え
て
い
る
。

　

囃
子
方
で
は
、
特
に
太
鼓
手
の
技
量
が
低
下
し
、
巡
行
時
の
臨
機
応

変
、
緩
急
自
在
の
打
ち
分
け
が
も
う
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

引
手
も
お
囃
子
を
知
ら
な
い
の
で
息
が
合
わ
ず
疲
れ
る
。
思
わ
ぬ
ケ
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ガ
の
危
険
は
確
実
に
増
し
て
い
る
。
女
子
の
参
加
も
顔
に
ケ
ガ
で
も
さ

せ
た
ら
と
若
中
帳
頭
の
悩
み
は
深
い
。

　

ま
か
な
い
方
も
経
験
者
が
減
っ
て
地
元
の
「
お
嫁
さ
ん
」
は
数
え
る

ほ
ど
で
あ
る
。
新
し
い
マ
ン
シ
ョ
ン
に
越
し
て
来
た
お
母
さ
ん
方
も
参

加
し
て
く
れ
る
が
、
お
に
ぎ
り
を
握
れ
な
い
お
母
さ
ん
も
い
る
。
殆
ど

の
お
母
さ
ん
は
子
供
が
六
年
生
を
終
え
る
と
、「
子
供
の
思
い
出
づ
く

り
完
了
」
と
来
な
く
な
る
。
そ
の
中
で
も
、
残
っ
て
お
世
話
を
し
て
も

い
い
と
い
う
人
を
探
す
の
で
あ
る
。

　

現
在
、
漸
く
で
は
あ
る
が
だ
ん
じ
り
を
各
地
区
に
戻
し
、
五
月
四
日

を
宵
宮
「
宮
入
」、
五
日
を
本
宮
「
渡
御
」、「
町
引
」
と
す
る
形
に
戻

す
動
き
の
芽
が
あ
る
。
若
い
人
た
ち
も
奔
走
し
て
く
れ
て
お
り
頼
も
し

い
。

　

だ
ん
じ
り
祭
の
本
来
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
神
仏
習
合
の
痕

跡
な
ど
に
も
踏
み
込
み
、
だ
ん
じ
り
の
起
源
、
宮
入
神
事
の
意
味
、
お

囃
子
の
成
立
な
ど
地
元
の
資
料
館
な
ら
で
は
の
解
明
を
行
い
た
い
（
写

真
１
）。

大
震
災
の
復
興
と
教
訓
の
伝
承

　

も
う
一
つ
の
活
動
事
例
と
し
て
震
災
記
憶
の
伝
承
を
挙
げ
た
い
。

　

防
災
対
策
は
現
在
岐
路
に
あ
る
。
地
域
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
こ

ろ
は
復
興
も
効
率
的
で
速
い
な
ど
と
、
よ
く
言
わ
れ
る
。
東
灘
区
住
吉

の
二
十
五
年
前
の
復
興
は
、
自
然
環
境
と
そ
の
中
で
の
暮
ら
し
ぶ
り
を

も
と
に
、
出
来
る
こ
と
を
出
来
る
人
が
し
て
行
く
方
式
で
あ
っ
た
。
知

恵
・
経
験
か
ら
来
る
必
然
的
か
つ
自
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

写真１　野寄区だんじり　昭和 10 年 5 月 12 日宮入　左手は既に宮入の済んだ住吉仲区
だんじり　近郷のベスト２だがいずれも戦災焼失
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住
吉
歴
史
資
料
館
発
行
の
『
阪
神
淡
路
大
震
災
資
料
集　

住
吉
の
記

憶　

Ⅰ
～
Ⅲ
』
で
ま
と
め
た
が
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

断
水
下
、
水
洗
ト
イ
レ
を
使
え
る
よ
う
に
し
た
。

　

住
吉
川
か
ら
町
内
に
取
り
入
れ
南
へ
貫
流
す
る
か
つ
て
の
農
業
用
、

水
車
用
の
水
路
を
利
用
し
て
避
難
所
前
ま
で
水
を
引
き
込
ん
だ
。
水
路

網
に
つ
い
て
の
住
民
の
実
践
的
な
運
用
経
験
、
知
識
が
生
か
さ
れ
た
。

併
せ
太
平
洋
戦
争
中
の
空
襲
避
難
所
で
見
た
便
所
の
ひ
ど
い
情
景
と
い

う
歴
史
的
な
記
憶
が
あ
り
、
そ
れ
は
避
け
た
い
と
の
思
い
も
後
押
し
を

し
た
。

　

避
難
所
で
の
炊
き
出
し
を
行
っ
た
。

　

住
吉
町
の
各
地
区
は
毎
年
の
だ
ん
じ
り
引
き
出
し
で
炊
き
出
し
を

お
こ
な
う
。
町
内
会
館
に
は
そ
の
た
め
の
台
所
設
備
、
食
器
が
あ
り
、

一
〇
〇
名
程
度
の
炊
き
出
し
は
い
つ
で
も
可
能
で
あ
る
。
婦
人
会
に
は

実
施
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
生
か
せ
た
。

　

被
災
し
て
も
避
難
所
へ
入
れ
ず
自
宅
で
過
ご
し
た
家
族
も
い
た
。

　

井
戸
を
現
役
で
使
っ
て
い
る
家
が
あ
り
、
食
事
時
に
は
、
ご
近
所
は

こ
こ
に
来
て
共
同
で
食
事
を
し
た
。
日
ご
ろ
の
近
所
付
き
合
い
、
人
間

関
係
を
も
と
に
し
た
情
報
共
有
が
あ
り
連
帯
し
た
避
難
生
活
が
あ
っ

た
。

　

こ
の
資
料
集
は
、
神
戸
大
学
の
奥
村
弘
、
佐
々
木
和
子
、
水
本
有
香
、

山
﨑
善
弘
そ
し
て
加
藤
明
恵
の
各
先
生
方
の
ご
指
導
と
ご
執
筆
の
賜
物

で
あ
る
。
地
元
民
に
と
っ
て
は
何
気
な
い
知
恵
、
処
置
が
、
地
元
な
ら

で
は
の
最
適
な
手
法
で
あ
る
こ
と
を
先
生
方
の
強
い
指
摘
で
気
づ
か
さ

れ
普
通
な
ら
忘
れ
去
ら
れ
る
も
の
が
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
が
で
き
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
地
元
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
が
、
聞
き
取
り
に

応
じ
て
頂
い
た
住
民
の
方
々
に
は
当
た
り
前
す
ぎ
て
、
む
し
ろ
お
も
は

ゆ
い
と
一
様
に
言
わ
れ
て
い
た
。

大
災
害
が
ま
た
起
こ
っ
た
ら

　

さ
て
、
大
災
害
が
再
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
被
害
を
蒙
っ

た
と
し
て
地
元
の
知
恵
を
生
か
し
た
復
興
が
出
来
る
の
か
。

　

現
実
は
難
し
い
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

最
大
の
問
題
点
は
、
住
ん
で
い
る
人
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で

あ
る
。

　

東
灘
区
人
口
二
十
一
万
の
約
七
割
は
新
来
の
人
で
地
元
の
人
は
三
割

程
度
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
毎
年
五
月
の
だ
ん
じ
り
祭
を
家
庭
の
年
中

行
事
と
感
じ
て
い
る
土
着
民
と
な
る
と
二
割
に
も
満
た
な
い
の
で
は
と

感
じ
る
。
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だ
ん
じ
り
祭
は
地
元
の
人
た
ち
が
長
年
に
亘
り
行
っ
て
き
た
。
女
性

に
よ
る
炊
き
出
し
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
含
め
て
土
地
勘
・
知
恵
経
験
が
蓄
積

さ
れ
て
き
た
。

　

二
十
五
年
前
の
復
興
で
は
、
こ
の
人
た
ち
が
、
ま
る
で
祭
を
行
う
よ

う
に
復
興
の
日
々
を
こ
な
し
て
い
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
人
た

ち
が
持
つ
実
生
活
上
、歴
史
上
の
経
験
・
知
恵
が
復
興
の
ベ
ー
ス
で
あ
っ

た
の
だ
。

　

今
、
こ
れ
を
持
つ
人
が
極
端
に
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

身
近
な
例
で
は
、『
阪
神
淡
路
大
震
災
資
料
集
Ⅱ　

住
吉
の
記
憶　

住
吉
西
区
と
阿
彌
陀
寺
』
を
発
行
し
二
年
く
ら
い
経
っ
た
と
き
、
資
料

集
Ⅱ
に
対
す
る
感
想
や
補
足
を
聞
く
座
談
会
を
打
診
し
た
と
こ
ろ
、
町

内
会
の
元
会
長
さ
ん
は
「
ア
ン
タ
ら
の
大
抵
の
要
望
は
き
け
る
が
、
そ

れ
は
も
う
ム
リ
だ
、
み
ん
な
散
っ
て
し
ま
っ
て
人
は
集
め
ら
れ
な
い
の

が
ホ
ン
マ
の
と
こ
ろ
だ
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　

東
灘
五
月
の
風
物
詩
「
だ
ん
じ
り
祭
」
も
人
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。

　

そ
も
そ
も
震
災
を
知
ら
な
い
世
代
が
、
新
来
で
あ
ろ
う
と
土
着
で
あ

ろ
う
と
半
分
以
上
を
占
め
る
。
大
災
害
が
発
生
し
て
も
町
内
に
災
害
経

験
を
持
っ
て
い
る
人
、
動
け
る
人
が
少
な
く
な
り
、
地
元
主
体
の
適
確

な
応
急
措
置
は
も
う
取
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

新
し
い
復
興
の
手
法　

　

で
は
、
ど
う
す
る
か
。

　

現
実
に
は
区
役
所
な
ど
に
頼
っ
た
最
大
公
約
数
的
な
手
法
に
な
る
と

思
う
。

　

し
か
し
乍
ら
、
幸
い
、
東
灘
区
に
は
旧
町
村
が
災
害
の
教
訓
を
ま
と

め
た
記
録
類
が
存
在
す
る
。

　

武
庫
郡
住
吉
村
発
行
の
『
昭
和
十
三
年
大
水
害
誌
』
並
び
に
『
住
吉

村
誌
』
災
害
編
、
本
山
村
に
は
『
本
山
村
水
禍
録
』
が
あ
る
。
甲
南
学

園
に
は
『
阪
神
地
方
水
害
記
念
帳
』
が
あ
る
。

　

併
せ
、
住
吉
歴
史
資
料
館
発
行
の
『
阪
神
淡
路
大
震
災
資
料
集
』
の

Ⅰ
～
Ⅲ
、並
び
に
、住
吉
の
災
害
を
ま
と
め
、災
害
年
表
を
付
し
た
『
わ

た
し
た
ち
の
住
吉
』
災
害
編
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
の
大
水
害
以
来
、
甲
南
学
園

創
立
者
平
生
釟
三
郎
の
唱
え
た
「
常
ニ
備
ヘ
ヨ
」
を
基
本
的
な
考
え
方

と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

　

災
害
経
験
の
な
い
新
し
い
住
民
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
冊
子
を
防

災
専
門
家
の
知
見
を
仰
ぎ
つ
つ
読
め
ば
、
災
害
の
歴
史
を
知
り
、
過
去

の
大
災
害
の
地
元
と
し
て
の
対
処
法
・
知
恵
を
知
る
事
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
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災
難
に
逢
時
節
に
は
災
難
に
逢
が
よ
く
候　

　

加
え
て
、
古
く
て
新
し
い
視
点
を
持
ち
た
い
。
即
ち
、
か
つ
て
の
日

本
人
が
持
っ
て
い
た
「
自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
の
考
え
方
で
あ

る
。

　

災
害
は
防
げ
な
い
。
想
定
外
の
も
の
が
来
れ
ば
堤
防
な
ど
ひ
と
た
ま

り
も
な
い
。

　

江
戸
期
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）、
新
潟
の
「
三
條
地
震
」
に
際

し
良
寛
和
尚
は
、
そ
の
温
和
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
対
照
的
な
右
の
激
越
な

言
葉
を
被
災
し
た
親
友
へ
伝
え
て
い
る
。

　

仏
教
の
「
諦
め
る
」
は
「
無
常
の
現
実
」
を
「
明
ら
か
に
観
る
」
と

の
意
と
い
う
。
人
知
の
限
り
防
災
対
策
し
た
後
は
自
然
に
委
ね
よ
う
。

誰
も
が
い
つ
か
死
ぬ
。災
害
で
死
ぬ
の
も
現
実
で
あ
る
。堤
防
が
低
か
っ

た
と
嘆
か
ず
、
越
え
て
来
た
水
を
現
実
と
し
て
観
る
。
日
々
懸
命
に
生

き
て
来
た
な
ら
達
観
で
き
る
。

　

実
は
右
の
各
村
の
記
録
類
の
根
底
に
あ
る
思
想
が
こ
れ
で
あ
り
、「
常

ニ
備
ヘ
ヨ
」
に
行
き
つ
く
。
平
生
釟
三
郎
の
真
意
は
「
常
に
死
に
備
え

よ
」
で
あ
ろ
う
（
写
真
２
）。

　

住
吉
歴
史
資
料
館
で
は
例
年
十
一
月
の
小
中
学
生
お
茶
会
で
災
害
の

歴
史
を
地
道
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
自
然
に
対
す
る
謙
虚
な
考
え

方
も
紹
介
し
つ
つ
「
常
ニ
備
ヘ
ヨ
」
を
浸
透
さ
せ
た
い
。　
　
　

以
上

写真２　甲南小学校校庭「常ニ備ヘヨ」石碑　水害 5 周年の昭和 18 年建立




