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形
な
ど
の
被
害
を
受
け

た
。そ
の
後
、ク
リ
ー
ニ
ン
グ

作
業
な
ど
が
行
わ
れ
、現

在
は
解
体
さ
れ
た
状
態
で
、

ど
こ
の
部
材
だ
っ
た
の
か
を

特
定
し
資
料
化
す
る
作
業

が
続
い
て
い
る
。こ
の
調
査

の
過
程
で
初
め
て
小
松
源

助
と
い
う
彫
り
師
の
銘
が

見
つ
かっ
た
。小
松一門
の
彫

刻
師
で
、同
じ
銘
が
入
っ
た

だ
ん
じ
り
が
あ
る
と
い
う

縁
で
2
0
1
5
年
、奄
美

の
だ
ん
じ
り
の一部
が
大
阪

府
大
東
市
で
展
示
さ
れ

た
。5０
年
近
い
時
間
と
１
０

０
０
キ
ロ
の
時
空
を
越
え

た「
里
帰
り
」と
なっ
た
。

　
川
面
の
だ
ん
じ
り
は
、相

野
藤
七
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
。特
徴
と
し
て
仙
人
が
多

く
彫
ら
れ
、ま
た
ふ
ん
ど
し

を
は
い
た
鬼
な
ど
も
隠
れ
た

と
こ
ろ
に
彫
ら
れ
て
い
る
。

　
数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ

た
だ
ん
じ
り
も
あ
る
。吹

田
市
南
町
で
曳
か
れ
、市

内
の
原
野
農
芸
博
物
館
に

渡
り
、奄
美
大
島
に
渡
っ
た

だ
ん
じ
り
だ
。マ
ニ
ア
が
わ

ざ
わ
ざ
奄
美
ま
で
見
に
行

く
ほ
ど
立
派
な
も
の
だっ
た

が
、2
0
1
0
年
の
集
中

豪
雨
に
よ
る
土
石
で
壁
に

押
し
付
け
ら
れ
た
状
態
に

な
り
、泥
に
よ
る
汚
損
、変

　
村
岡
さ
ん
に
よ
る
と
、

そ
ん
な
経
済
力
は
だ
ん
じ

り
の
彫
刻
に
反
映
さ
れ
て

い
る
。例
え
ば
四
天
王
寺

や
大
阪
天
満
宮
に
も
作
品

が
収
め
ら
れ
て
い
る
、大
阪

の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
彫
刻

師
、小
松
源
蔵
。小
松
一
門

の
七
代
目
で
、幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
活
躍
し
、「
社

堂・御
彫
師
」の
看
板
を
掲

げ
地
車
・
寺
社
な
ど
に
名

作
を
刻
ん
だ
。浜
ノ
堂
西

奥
の
だ
ん
じ
り
を
彫
っ
た

の
は
源
蔵
で
あ
る
。だ
ん

じ
り
の
形
態
は
、江
戸
へ
の

参
勤
交
代
で
使
っ
た
御
座

舟
を
見
本
に
し
た
も
の
だ

と
い
わ
れ
る
説
も
あ
る
。

　
こ
う
し
た
神
社
の
発
展

や
だ
ん
じ
り
の
誕
生
の
背

景
に
あ
っ
た
の
が
、吹
田
の

経
済
力
だ
っ
た
。元
高
校

教
諭
で「
兵
庫
だ
ん
じ
り

研
究
会
」の
村
岡
眞
一さ
ん

に
よ
る
と
、吹
田
は
江
戸

取材を終えて
　ふとしたことで見つけただんじりから、取材を始めたが、
いろいろな背景も見えて興味深かった。とりわけ奄美に渡り、
豪雨被害で偶然その作者が判明した「だんじり物語」には
歴史の面白さを感じた。

　
吹
田
の
だ
ん
じ
り
と
最

初
に
出
会
っ
た
の
は
、阪
急

吹
田
駅
か
ら
徒
歩
5
分
の

と
こ
ろ
に
あ
る
泉
殿
宮（
い

づ
ど
の
ぐ
う
）と
い
う
古
い

神
社
だ
っ
た
。別
の
取
材
で

訪
ね
た
が
、境
内
入
って
左

奥
に
奇
妙
な
建
物
を
見
つ

け
た
。中
に
は
、柱
に
巻
き

付
い
た
り
屋
根
の
上
か
ら

こ
ち
ら
を
覗
く
動
物
な
ど

の
彫
刻
を
備
え
た
だ
ん
じ

り
が
鎮
座
し
て
い
た
の
だ
。

神
社
の
方
に
話
を
伺
っ
た

と
こ
ろ「
も
と
も
と
西
の
庄

町
で
曳
か
れ
て
い
た
だ
ん
じ

り
が
、曳
か
れ
な
く
な
っ
て

地
元
で
あ
る
こ
の
泉
殿
宮

に
奉
納
さ
れ
た
。戎
社
に
な

っ
た
の
は
昭
和
30
年
代
。泉

殿
宮
で
も
そ
の
こ
ろ
今
と
は

少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
戎
社
の
建
物
が
ボ
ロ
ボ
ロ

に
な
っ
て
、建
て
替
え
る
必

要
が
あ
り
、遷
宮
の
時
に
そ

の
だ
ん
じ
り
を
お
社
と
し
て

使った
」と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、こ
の
戎
社
に

使
わ
れ
て
い
る
だ
ん
じ
り
は

江
戸
時
代
の
末
期
、天
保

年
間
の
製
作
だ
と
い
う
。し

か
も
吹
田
に
は
こ
の
だ
ん
じ

り
戎
と
同
じ
江
戸
時
代
生

ま
れ
の
だ
ん
じ
り
が
7
台
、

今
も
現
役
で
曳
か
れ
て
い

る
。一
方
、岸
和
田
で
現
在

現
役
で
曳
か
れ
て
い
る
も
の

は
大
正
時
代
の
建
造
と
い

う
。き
し
わ
だ
の
も
の
は

「
け
ん
か
祭
り
」と
い
わ
れ

る
ほ
ど
激
し
い
も
の
な
の

で
、消
耗
も
激
し
い
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
吹
田
の
だ
ん
じ
り
が
始

ま
っ
た
経
緯
に
は
あ
る
火

事
が
関
係
し
て
る
と
い

う
。吹
田
で
は
江
戸
時
代
、

1
6
9
0
年
に
六
地
蔵
焼

け（
ろ
く
ん
ど
や
け
）と
呼

ば
れ
る
大
火
が
あ
り
、そ

の
際
に
高
浜
神
社
と
い
う

神
社
が
焼
失
し
、そ
の
再

建
の
際
に
だ
ん
じ
り
も
製

制
修
理
さ
れ
た
と
い
う
説

だ
。実
際
、高
浜
神
社
を

訪
ね
る
と
、本
殿
に
施
さ

れ
て
い
る
竜
の
彫
刻
な
ど

が
、だ
ん
じ
り
戎
や
吹
田
の

地
車
に
施
さ
れ
て
い
る
彫

刻
と
、雰
囲
気
が
よ
く
似

て
い
る
。

シティライフ  アーカイブズ 検 索

シティライフは
30年を
迎えました

毎
年
７
月
の
吹
田
祭
り
の
主
役
の
ひ
と
つ
は
だ
ん
じ
り
だ
。毎
年
６
台
が
登
場
し
、市
内
を
練
り
歩
く
。規
模
や
知
名
度

は
全
国
的
に
有
名
な
岸
和
田
の
そ
れ
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
が
、意
外
な
の
は
吹
田
の
だ
ん
じ
り
の
古
さ
。岸
和
田
が
大

正
以
降
の
も
の
が
多
い
の
に
比
べ
、吹
田
は
江
戸
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、さ
ら
に
15
台
も
あ
った
。ま
た
船
渡
御
も
執
り

行
わ
れ
て
お
り
、吹
田
市
の
隆
盛
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。今
回
は
そ
ん
な
吹
田
市
の
だ
ん
じ
り
の
歴
史
を
た
どった
。

現
在
、そ
し
て
未
来
に
も
つ
な
が
る
過
去
の
情
報
を
取
材
、編
集
し
、記
録
す
る
特
集
で
す
。

北
摂
の
歴
史
か
ら
、私
た
ち
の
住
む
ま
ち
の
魅
力
を
学
び
知
る
機
会
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

第
25
回
は「
吹
田
の
だ
ん
じ
り
」に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

関西大学文学部４年次生、中村文香
さんと１年次生、赤坂怜美さんがだんじ
り戎や浜屋敷、だんじりの専門家らに
取材しました。

歴 史 案 内 人

浜屋敷にあるだんじり庫。毎年、吹田まつりの時に曳行する「地車」６台の
うち１台を展示。現在は川面町にあるだんじりが展示されている。

第2回（昭和46年）の吹田まつり
で40年ぶりに高浜神社から繰り
出された。写真（昨年のようす）は
今年の7月29日（土）、30日（日）
の吹田まつりでも曳行（えいこう）
される6台のだんじりだ。市指定
の有形民族文化財に指定された
貴重なだんじりの、年に一度の晴
れの舞台となっている。

川面のだんじりは、彫物師として有
名な相野藤七が手がけている。どっ
しりとしたケヤキの木に、神獣や、仙
人、ウサギなどが躍動感のある彫り
物。題材は、それぞれがストーリーの
ある彫り物となっている。

浜屋敷のだん
じり庫にある立
札。だんじりの
歴史が記され
ている。浜屋敷
のホームページ
にも詳しく紹介
されている。

時
代
か
ら
川
の
開
削
に
よ

り
川
筋
に
港
町
が
で
き
、

豪
商
が
集
っ
た
。米
も
よ

く
と
れ
た
こ
と
か
ら
経
済

的
に
恵
ま
れ
、立
派
な
だ

ん
じ
り
を
作
る
こ
と
が
で

き
た
そ
う
だ
。

関西大学文学部４年次生
中村文香、１年次生、赤坂怜美

「兵庫だんじり研究会」の
村岡眞一さん

川面町 都呂須

西奥町 神境町

六地蔵 浜の堂


