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山
田
洋
次
監
督
が

	

生
ま
れ
た
こ
ろ
の
豊
中

豊
中
の
古
い
な
つ
か
し
い
道

今
と
な
っ
て
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
全
く
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
街
道
の
数
々
。
能
勢
街
道・鎌
倉
街
道・

吹
田
街
道
・
桜
塚
街
道
・
勝
尾
寺
街
道
・
箕
面
道
な
ど
な
ど
。

山
田
監
督
が
生
ま
れ
た
頃
の
豊
中
に
は
、
こ
う
し
た
古
い
な
つ
か
し
い
道
を
行
き
交
っ
た
人
々
の
哀
歓
や
物
流
の
数
々

が
、
い
き
い
き
と
息
づ
い
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。（
グ
ラ
フ
と
よ
な
か
Ｎ
Ｏ
・
19
よ
り
） 西国街道

鎌倉街道

能勢街道
箕面街道

吹田街道
桜塚街道

三国街道
勝尾寺街道 横関街道
熊野田街道

伊丹街道
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●最先端の改造住宅が集まる
「住宅改造博覧会」
現在の箕面市桜ケ丘二丁目で1922（大正11）年に「住宅改造博覧会」が
開催された。この「住宅改造博覧会」は、「日本建築協会」が主催したもので、
コンペティションで入選した住宅を中心に、25棟が建設、展示された。博
覧会は大盛況で、当初60日間の予定であった会期が延長され、7万人以
上の入場者を集めた。博覧会の終了後には展示住宅が土地付きで売り出さ
れた。（1923（大正12）年頃）

　

監
督
の
お
父
上
は
、
山
田
正
さ
ん
と
お
っ
し
ゃ
る
方
。

九
州
大
学
工
学
部
卒
業
。
大
阪
此
花
区
に
あ
っ
た
汽
車
製

造
合
資
会
社
で
蒸
気
機
関
車
の
設
計
を
し
て
お
ら
れ
ま
し

た
。

　

折
し
も
、
１
９
１
０
年
（
明
治
43
年
）
３
月
、
当
時
の

箕
面
有
馬
電
気
鉄
道
（
現
阪
急
電
鉄
）
が
豊
中
を
南
北
に

山
田
洋
次
監
督
が
生
ま
れ
た
頃
の
豊
中

　
　「
小
さ
い
お
う
ち
」の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
住
宅
を
巡
っ
て

●旧岡町商店街
原田神社の社地をつらぬいて能勢街
道が通っていた。寛文（17 世紀後半）
のころ岡山村（曽根東町）から願い
出て、この道沿いに商家をつくった。
やがて戸数が増して、市域内におけ
る江戸時代以来、ただ一つの町家形
態の地となった。従って明治期には
計祥や銀行などの公共施設、金融機
関が集まっていた。昭和 8 年、この
東方に府道池田線が開通した。

●『小さいおうち』のモデルとなった山田監督のご生家
豊中市桜塚に現存する山田氏のご生家。建築当時は豊中町の時代で、岡町
駅と原田神社、そして能勢街道と伊丹街道の交わる「町場」だった岡町の
市場があった。以後東京へ転居、そして父上が南満州鉄道にご勤務だった
ので満州へ。引き揚げとその後のご苦労は大変だった。
築後90年を越えたこの家に現在お住まいの方も、よほど丁寧に維持に気
遣いながら住んでおられるに違いない。

●昭和10年　本通り豊中駅西口
（シティライフアーカイブズ【北摂の歴
史記録】第 19 回　写真で振り返る豊中
市・箕面市・茨木市　より）

「小さいおうち」(C)2014 松竹株式会社

山
田
洋
次
監
督
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
の
豊
中

　

監
督
は
１
９
３
１
年
（
昭
和
６
年
）
に
生
ま
れ
、
２
歳

ま
で
豊
中
で
暮
ら
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
長
兄
が
お
ら
れ

た
そ
う
で
す
か
ら
、
桜
塚
で
現
在
、
立
派
に
残
っ
て
い
る

ご
生
家
は
、
１
９
２
５
年
（
昭
和
元
年
）
頃
に
建
築
さ
れ

た
も
の
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

●昭和初期の岡町停留場
昭和初年の岡町駅西口で、まだ豊中
村であった。駅の西方には大正四年
以来、住宅が増加しつつあった。村
役場、郵便局、小学校は駅西側に集
まっていた。東側は駅に接して原田
神社神域であり、その北鳥居前を南
北にる能勢街道に沿って、江戸時代
からの商店があった。昭和初年東西
に改札口があったのはいずれもその
西側に住宅の発展したこの岡町と豊
中の二駅だけであった。
（「ふるさとの想い出写真集　明治大
正昭和　豊中」（株）国書刊行会　昭
和55年より）

●昭和13年頃の豊中駅前
箕面有馬電気軌道（現・阪急電鉄宝
塚線）の「豊中駅」が 1913 年開設。
駅前には 1930（昭和 5）年、「阪急
豊中市場」が開設された。その周辺
に商店街が形成されていった。（「今
昔写語」より）

●豊中町役場
昭和 13 年に現在地に移転するまで、現
在の岡町図書館の場所にあった。

●有馬箕面電気軌道（岡町駅近く）

●今も箕面に建つ今戸家住宅

貫
い
て
敷
設
さ
れ
、
観
光
遊
覧
電
車
と
し
て
発
足
。
岡
町
、

服
部
に
新
駅
が
生
ま
れ
、
続
い
て
同
年
蛍
池
駅
、
翌
々
年

豊
中
駅
が
誕
生
、
１
９
１
４
年
（
大
正
３
年
）
以
後
、
宝

塚
沿
線
住
宅
開
発
事
業
を
開
始
し
ま
す
。

　

服
部
か
ら
曽
根
、
岡
町
周
辺
、
玉
井
町
一
帯
、
続
い
て

岡
町
住
宅
経
営
会
社
に
よ
っ
て
岡
町
西
方
に
広
大
な
土
地

経
営
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
、
豊
中
は
１
９
２
７
年
（
昭
和
２
年
）
４
月
１
日

に
町
制
を
施
行
し
て
豊
中
町
と
な
り
、
当
時
の
人
口
は

２
３
０
０
人
ほ
ど
。
豊
中
市
に
な
っ
た
の
は
１
９
３
６
年

（
昭
和
11
年
）。
当
時
、
豊
中
は
高
燥
閑
雅
な
郊
外
住
宅
地

と
い
う
こ
と
で
、
お
父
上
は
こ
の
地
に
住
む
こ
と
と
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。

映
画『
小
さ
い
お
う
ち
』の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
モ
ダ
ン
住
宅

　

折
か
ら
１
９
２
３
年
（
大
正
12
年
）
秋
、箕
面
村
に
「
桜

丘
住
宅
改
造
博
覧
会
」
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
モ
デ
ル
ハ
ウ

ス
が
現
在
も
多
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

博
覧
会
終
了
後
翌
年
に
建
て
ら
れ
た
こ
の
今
戸
家
住
宅

（
写
真
右
）
の
オ
レ
ン
ジ
色
の
塩
焼
き
瓦
を
葺
い
た
急
勾
配

の
屋
根
が
特
徴
的
。
こ
う
し
た
住
宅
を
山
田
氏
は
モ
デ
ル

と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
監
督

ご
自
身
も
「
父
は
映
画
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
出
て
く
る

よ
う
な
三
角
屋
根
の
モ
ダ
ン
な
家
を
設
計
し
て
建
て
ま
し

た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

や
が
て
ご
勤
務
の
ご
都
合
で
、
東
京
へ
移
住
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
折
角
の
お
住
ま
い
を
売
却
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

映
画
『
小
さ
い
お
う
ち
』
は
、
昭
和
10
年
代
か
ら
敗
戦
、

現
代
ま
で
を
描
い
た
映
画
で
す
。
舞
台
と
な
っ
た
の
は
生

家
と
似
た
赤
い
屋
根
を
持
つ
家
。
こ
の
「
小
さ
い
お
う
ち
」

の
中
で
は
、
様
々
な
物
語
や
事
件
が
起
こ
る
の
で
す
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
空
襲
に
よ
っ
て
焼
け
て
し
ま
い
ま

す
。
こ
の
家
は
市
民
の
日
々
の
暮
ら
し
の
舞
台
で
あ
り
、

そ
の
家
が
無
残
に
焼
け
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
、
登
場
人

物
が
全
て
戦
争
の
犠
牲
と
な
っ
て
物
語
が
終
わ
る
こ
と
で
、

戦
争
の
悲
惨
さ
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。（
編
集
部
）

［特集］
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山
田
洋
次
監
督
の
映
画
を
観
る
④

田
中
逸
郎

　

こ
れ
ま
で
の
３
回
の
映
画
評
で
、
山
田
洋
次
監
督
は
笑
い
が

持
つ
解
放
的
な
力
を
も
と
に
、
観
客
の
胸
の
中
の
燠
（
お
き
）

に
火
を
つ
け
る
、
つ
ま
り
私
た
ち
が
見
失
い
つ
つ
あ
る
大
切
な

こ
と
を
届
け
て
く
れ
て
い
る
と
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
ら
喜
劇
作

品
の
共
通
点
は
、「
男
は
つ
ら
い
よ
」
な
ど
と
愚
痴
を
こ
ぼ
す
能

天
気
な
男
た
ち
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
も
生
き
抜
く
女
性
の
姿

を
描
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
れ
は
喜
劇
作
品
に
限
ら
ず
、
実
は
あ
ら
ゆ
る
作
品
に
通
底

し
て
い
る
カ
タ
チ
で
は
な
い
か
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
違

う
が
、
ど
の
作
品
に
お
い
て
も
喜
び
も
悲
し
み
も
困
難
も
引
き

受
け
て
生
き
る
女
性
の
人
生
が
描
か
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
作

品
の
、
監
督
に
と
っ
て
の
本
当
の
主
人
公
は
「
女
性
」
で
あ
る

…
…
こ
の
勝
手
で
荒
っ
ぽ
い
切
り
口
か
ら
、
監
督
の
女
性
像
と

作
品
の
魅
力
を
解
き
明
か
し
て
み
た
い
。

『
小
さ
い
お
う
ち
』（
２
０
１
４
年
作
品
） 

　

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
『
小
さ
い
お
う
ち
』。
ベ
ル
リ
ン
国

際
映
画
祭
で
、
黒
木
華
さ
ん
が
女
優
賞
（
銀
熊
賞
）
を
獲
得
し
て

い
る
。
受
賞
時
の
記
者
会
見
で
、
監
督
は
「
戦
争
中
の
生
活
を
今

の
人
た
ち
に
伝
え
た
か
っ
た
。
今
の
日
本
の
指
導
者
は
戦
争
を
知

ら
な
い
世
代
。
悲
劇
的
な
戦
争
の
教
訓
を
学
ん
で
生
き
て
い
る
の

か
、
心
配
で
な
ら
な
い
」（
２
０
１
４
年
2
月
18
日
、
朝
日
新
聞

夕
刊
よ
り
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

物
語
は
、
戦
前
の
東
京
山
の
手
の
小
さ
な
お
家
に
奉
公
し
た
女

中
の
目
を
通
し
て
若
奥
様
の
不
倫
を
描
い
た
も
の
で
、
監
督
は
戦

時
下
を
生
き
る
女
性
た
ち
の
暮
ら
し
を
淡
々
と
描
い
て
い
く
。
戦

況
が
悪
化
し
閉
塞
状
況
が
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
て
い
く
な
か
、

良
妻
賢
母
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
若
奥
様
が
、
あ
る
出
来
事
を
き
っ

か
け
に
道
な
ら
ぬ
恋
に
身
を
焦
が
す
。
が
、
召
集
さ
れ
る
恋
人
と
の

最
後
の
逢
瀬
も
か
な
わ
ぬ
ま
ま
、
空
襲
で
小
さ
な
お
家
ご
と
焼
け
死

ぬ
。
若
奥
様
に
か
わ
い
が
ら
れ
懸
命
に
奉
公
す
る
ま
だ
少
女
の
面
影

を
残
す
女
中
は
、
若
奥
様
の
恋
に
気
づ
く
。
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
よ

う
に
気
づ
か
い
な
が
ら
も
、
最
後
の
逢
瀬
が
か
な
わ
ぬ
よ
う
に
仕
向

け
る
。
迷
い
に
迷
っ
た
末
に
こ
の
決
断
を
し
た
女
中
は
田
舎
に
帰
り

生
き
延
び
る
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
出
来
事
を
胸
に
秘
め
た
ま
ま
。

　

そ
う
、
二
人
の
女
性
（
若
奥
様
・
女
中
）
の
決
断
と
行
為
が
描

か
れ
て
い
る
。
物
語
が
こ
こ
で
終
わ
る
な
ら
、戦
時
下
の
滅
私
奉
公・

銃
後
の
守
り
を
強
い
ら
れ
た
女
性
た
ち
の
苦
難
の
暮
ら
し
を
描
い
た
作

品
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
あ
の
時
代
は
大
変
だ
っ
た
よ
ね
、
で
終
わ
る

反
戦
映
画
の
域
は
出
な
い
だ
ろ
う
。
監
督
は
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。

長
く
生
き
す
ぎ
た
の 

… 

死
者
と
と
も
に
生
き
る 

　

時
代
は
現
代
へ
と
移
る
。
戦
争
を
生
き
延
び
、
年
老
い
た
一

人
暮
ら
し
の
元
女
中
は
、
孫
か
ら
自
分
史
を
書
く
よ
う
勧
め
ら

れ
る
。
悩
ん
だ
末
、
誰
に
も
言
わ
ず
胸
に
秘
め
て
き
た
こ
と
を

つ
い
に
書
き
始
め
る
。
許
さ
れ
な
い
恋
に
踏
み
出
し
た
若
奥
様

と
最
後
の
逢
瀬
を
か
な
わ
ぬ
よ
う
に
し
た
私
。
こ
の
出
来
事
は

生
き
て
い
る
限
り
忘
れ
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
封
印
で
き
ず
、

今
も
私
は
死
ん
で
い
っ
た
人
と
と
も
に
い
る
、
と
。「
私
は
長
く

生
き
す
ぎ
た
の
」
と
慟
哭
し
な
が
ら
…
…
。

　

監
督
は
、
天
下
国
家
を
声
高
に
語
る
男
た
ち
の
立
場
か
ら
で

は
な
く
、
市
井
で
生
き
て
き
た
女
性
の
人
生
を
そ
っ
と
差
し
出

す
こ
と
で
、
暮
ら
し
を
根
こ
そ
ぎ
奪
い
、
魂
を
傷
つ
け
る
戦
争

の
実
相
を
描
い
た
。
そ
し
て
、
戦
争
体
験
は
今
日
も
明
日
も
続

く
進
行
形
の
苦
し
み
、
過
去
の
悲
惨
な
出
来
事
と
括
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
と
訴
え
て
い
る
。
監
督
か
ら
観
客
に
ボ
ー
ル
が

投
げ
ら
れ
た
。
こ
の
思
い
を
、
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
キ
ャ
ッ
チ
し
、
二
度
と
戦
争
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
決
意
を
、
私
た
ち
が
持
続
す
る
志
と
し
て
受
け
継
い

で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

モ
デ
ル
と
な
っ
た
監
督
の
生
家 

　

映
画
の
本
筋
か
ら
少
し
離
れ
る
が
、
豊
中
に
も
6
回
空
襲
が

あ
り
、
た
く
さ
ん
の
方
々
が
被
害
に
あ
っ
て
い
る
。
し
か
も
敗

戦
後
、
現・伊
丹
空
港
は
連
合
軍
が
駐
留
す
る
軍
用
基
地
と
な
り
、

空
港
周
辺
は
、
嘉
手
納
米
軍
基
地
が
あ
る
コ
ザ
（
現
・
沖
縄
市
）

の
よ
う
に
基
地
の
門
前
町
と
な
っ
た
。
戦
争
は
、
そ
し
て
戦
争

が
も
た
ら
し
た
そ
の
後
の
苦
し
み
は
、
豊
中
の
ま
ち
に
も
暮
ら

し
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
か

ら
、
今
を
ど
う
生
き
る
か
、
未
来
を
ど
う
拓
く
か
を
考
え
る
。

こ
の
作
品
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
本
当
に
多
い
の
で
は
な
い
か
。

　

も
う
一
つ
。
舞
台
で
あ
る
「
小
さ
い
お
う
ち
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
の
は
、
豊
中
市
内
に
あ
る
山
田
洋
次
監
督
の
生
家
だ
と
い
わ
れ
て

い
る
。
監
督
自
身
も
「
父
は
映
画
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
出
て
く
る

よ
う
な
三
角
屋
根
の
モ
ダ
ン
な
家
を
設
計
し
て
建
て
ま
し
た
」（「
山

田
洋
次 

夢
を
つ
く
る
㉑
」、
２
０
２
３
年
９
月
16
日
・
朝
日
新
聞
）

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
赤
い
三
角
屋
根
の
生
家
が
現
存
し
て
い
る

こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
監
督
は
豊
中
市
名
誉
市
民
に
な
ら
れ

た
。
豊
中
市
民
に
と
っ
て
は
格
別
の
思
い
が
す
る
作
品
で
あ
る
。

『
た
そ
が
れ
清
兵
衛
』（
２
０
０
２
年
作
品
） 

　

大
好
き
な
作
品
で
あ
る
。『
小
さ
い
お
う
ち
』
は
名
実
と
も
に

女
性
が
主
人
公
の
作
品
だ
が
、
こ
の
作
品
は
剣
豪
が
主
人
公
。

筆
者
は
ま
さ
に
一
刀
両
断
に
さ
れ
た
。
衝
撃
と
カ
タ
ル
シ
ス
を

伝
え
よ
う
。

　

映
画
の
あ
ら
す
じ
は
、
下
級
武
士
の
貧
し
い
暮
ら
し
を
続
け

る
清
兵
衛
が
、
初
恋
の
身
分
違
い
の
朋
江
へ
の
理
不
尽
な
仕
打

ち
を
止
め
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
剣
の
使
い
手
で
あ
る
こ
と

が
発
覚
。
藩
家
老
の
命
で
、
権
力
に
逆
ら
う
剣
豪
と
決
闘
す
る

物
語
で
あ
る
。
時
は
江
戸
末
期
。
平
侍
（
い
わ
ば
ノ
ン
キ
ャ
リ

の
地
方
公
務
員
）
の
清
兵
衛
に
は
、
日
々
の
つ
つ
ま
し
い
暮
ら

し
が
あ
る
だ
け
。
上
司
に
取
り
入
っ
て
（
今
は
や
り
の
言
葉
で

い
え
ば
「
忖
度
」
し
て
）
出
世
し
よ
う
と
い
う
欲
は
な
い
の
だ
が
、

放
っ
て
お
い
て
は
く
れ
な
い
。
非
情
な
命
令
が
下
る
。
権
力
に

反
抗
す
る
輩
を
殺
せ
、
そ
う
す
れ
ば
出
世
さ
せ
て
や
ろ
う
。
も

し
死
ん
だ
場
合
に

は
、
家
族
の
面
倒

は
見
て
や
る
、
と
。

　

い
つ
の
時
代
も
そ

う
だ
。
権
力
と
支

配
の
網
の
目
は
暮

ら
し
を
根
こ
そ
ぎ

奪
お
う
と
す
る
。

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

の
決
闘
シ
ー
ン
に

登
場
す
る
剣
豪
も

そ
う
だ
。
よ
う
や

く
手
に
入
れ
た
キ
ャ
リ
ヤ
官
僚
の
地
位
が
お
家
騒
動
で
傍
流
に

追
い
や
ら
れ
、
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
侍
で
あ
る
。
清
兵
衛
も
こ

の
剣
豪
も
、
ど
ち
ら
も
時
代
や
権
力
に
翻
弄
さ
れ
る
存
在
。
息

を
の
む
長
尺
の
決
闘
シ
ー
ン
で
、
そ
れ
が
実
に
見
事
に
浮
か
び

上
が
る
。
こ
れ
ま
で
の
剣
客
も
の
に
は
な
か
っ
た
、
殺
し
合
い

の
実
相
と
そ
の
背
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
か
ろ
う
じ
て
勝
っ
た

清
兵
衛
が
家
に
戻
っ
て
き
た
と
き
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
奇

跡
が
立
ち
現
れ
る
。
初
恋
の
朋
江
が
、
地
位
も
家
も
捨
て
て
寄

り
添
う
こ
と
を
決
意
し
て
待
っ
て
い
た
の
だ
…
…
。

お
な
ご
は
ん
は 

つ
ま
ん
ね
え
の

　

そ
う
、
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
は
「
愛
」。
無
償
の
愛
が
描
か
れ

て
い
る
。
米
び
つ
の
底
が
見
え
る
貧
し
い
暮
ら
し
の
中
、
清
兵

衛
は
、や
が
て
武
士
中
心
の
男
社
会
は
終
わ
る
、こ
れ
か
ら
は
「
考

え
る
力
」
を
身
に
着
け
る
こ
と
で
生
き
て
い
け
る
と
二
人
娘
を

寺
小
屋
に
通
わ
せ
て
い
る
。
初
恋
の
朋
江
は
、
越
え
ら
れ
な
い

身
分
や
慣
習
に
傷
つ
き
苦
し
み
「
お
な
ご
は
ん
は
つ
ま
ん
ね
え

の
」
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
も
、
最
後
に
は
未
来
へ
と
自
分
を
押

し
出
す
。
二
人
の
娘
は
、
こ
う
し
た
大
人
た
ち
の
決
断
と
無
償

の
愛
に
育
ま
れ
、
新
し
い
時
代
へ
と
向
か
う
。

　

ま
さ
に
監
督
の
真
骨
頂
、
一
歩
前
へ
踏
み
出
し
解
放
へ
と
向

か
う
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
自
己
保
身
や
権
力
争
い
、

高
邁
な
理
想
を
論
じ
争
う
男
た
ち
の
独
り
よ
が
り
な
ふ
る
ま
い

に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
も
、
自
身
の
人
生
を
自
身
で
前
へ
押
し

出
し
、
歩
み
始
め
る
の
で
あ
る
。

　

お
分
か
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
、
監
督
に

と
っ
て
の
本
当
の
主
人
公
は
「
女
性
」
と
し
た
意
味
合
い
を
。

２
０
２
３
年
8
月
24
日
に
豊
中
で
先
行
上
映
さ
れ
た
『
こ
ん
に

ち
は 

母
さ
ん
』
も
そ
う
だ
。
恋
す
る
母
親
の
決
断
と
顛
末
を
描

い
た
作
品
だ
が
、最
後
に
は
「
母
さ
ん
の
出
番
だ
ね
」
と
言
っ
て
、

家
庭
も
仕
事
も
失
っ
た
息
子
を
励
ま
す
。
監
督
は
、
困
難
を
引

き
受
け
て
生
き
る
（
生
き
ざ
る
を
得
な
い
）
女
性
の
人
生
を
描

く
こ
と
で
、
社
会
の
矛
盾
や
課
題
を
提
起
し
、
私
た
ち
へ
警
鐘

を
鳴
ら
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
歩
、
前
へ
。
決
断
す
る
女
性
た
ち

　

い
つ
だ
っ
て
別
れ
や
死
は
不
意
に
や
っ
て
く
る
。
こ
の
誰
も

逃
れ
ら
れ
な
い
存
在
の
は
か
な
さ
を
受
け
止
め
つ
つ
、
私
た
ち

は
ど
う
生
き
る
の
か
。
そ
れ
を
問
い
続
け
て
き
た
監
督
の
表
現

活
動
の
源
泉
に
「
女
性
」
が
い
る
と
す
る
の
は
、
あ
な
が
ち
間

違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

終
わ
り
に 

～ 

表
現
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
パ
ス 

～ 

　

今
回
取
り
上
げ
た
作
品
に
は
原
作
（
小
説
）
が
あ
る
。
原
作
の

何
が
、
ど
こ
が
、
監
督
の
表
現
活
動
の
源
泉
に
届
き
響
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
作
品
に
よ
っ
て
動
機
や
モ
チ
ー
フ
は
違
う
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
を
探
る
た
め
に
原
作
を
読
む
こ
と
が
あ
る
。
逆
に
、
原
作
を

読
ん
で
感
動
し
、
映
画
化
さ
れ
た
の
で
観
に
い
く
と
い
う
ケ
ー
ス

も
あ
る
。
原
作
の
方
が
よ
か
っ
た
、
映
画
の
方
が
よ
か
っ
た
と
、

感
想
を
述
べ
合
う
私
た
ち
鑑
賞
者
は
気
楽
な
も
の
だ
が
、
表
現
す

る
側
は
真
剣
勝
負
、
丁
々
発
止
や
り
合
っ
て
時
間
を
か
け
て
シ
ナ

リ
オ
に
仕
上
げ
て
い
く
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
す
ば
ら
し
い
映

画
が
生
ま
れ
る
の
だ
が
、そ
の
時
点
で
も
う
原
作
と
は
違
う
も
の
。

そ
れ
ぞ
れ
別
の
作
品
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
の
好
事
例
が
あ
る
の
で
紹
介
し
、
4
回
シ
リ
ー
ズ
の
締
め

く
く
り
と
し
た
い
。
小
説
『
キ
ネ
マ
の
神
様
』
を
原
作
と
し
て

映
画
『
キ
ネ
マ
の
神
様
』
が
誕
生
、
今
度
は
映
画
『
キ
ネ
マ
の

神
様
』
を
原
作
と
し
て
小
説
『
お
帰
り 

キ
ネ
マ
の
神
様
』
が
誕

生
と
い
う
、
前
代
未
聞
の
連
続
・
連
携
に
よ
る
表
現
活
動
で
あ

る
（
文
春
文
庫
『
お
帰
り 

キ
ネ
マ
の
神
様
』
２
０
２
３
年
11
月

発
行
、
参
照
）。
ま
る
で
ア
ス
リ
ー
ト
同
士
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
パ
ス

の
よ
う
に
見
事
に
決
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
結
晶
化
さ
せ
て
い
き
次

の
作
品
が
生
ま
れ
て
い
る
。
原
作
者
（
原
田
マ
ハ
）
と
監
督
（
山

田
洋
次
）
に
よ
る
大
胆
で
刺
激
的
な
、
な
り
よ
り
も
幸
せ
な
協

働
活
動
な
の
で
紹
介
し
た
。

　

願
わ
く
は
、
表
現
者
と
鑑
賞
者
の
間
に
お
い
て
も
、
小
さ
く

て
も
い
い
、
何
か
こ
う
し
た
協
働
関
係
を
構
築
し
た
い
。「
と
よ

な
か
山
田
会
」
は
そ
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
皆
様

に
エ
ー
ル
を
贈
り
、
4
回
に
わ
た
る
映
画
評
を
閉
幕
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

田
中
逸
郎
さ
ん

●
元
・
豊
中
市
副
市
長　

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
政
策
研
究
所
理
事

逸郎の映画三昧

「小さいおうち」(C)2014 松竹株式会社

「たそがれ清兵衛」(C)2002 松竹株式会社
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大
阪
天
満
宮
　
地だ
ん
じ
り
ば
や
し

車
囃
子
も
の
が
た
り

林
　
昇

長
柄
地
区
（
大
阪
市
北
区
）
の
地
車
囃
子
を
演
奏
す
る

「
は
り
げ
ん
連
」
に
参
加
。
天
神
祭
で
演
奏
す
る

　

一
九
六
〇
年
代
の
こ
と
。
私
は
長
柄
の
淀
川
天
神
（
よ
ど
が

わ
あ
ま
つ
か
み
）
神
社
、長
柄
八
幡
宮
（
な
が
ら
は
ち
ま
ん
ぐ
う
）

神
社
界
隈
の
青
年
団
で
、天
満
天
神
さ
ん
（
大
阪
天
満
宮
の
愛
称
）

の
地
車
囃
子
（
だ
ん
じ
り
ば
や
し
）
を
指
導
し
て
お
ら
れ
た
「
は

り
げ
ん
連
」
の
茂
苅
さ
ん
と
お
っ
し
ゃ
る
方
の
連
に
参
加
し
ま

し
た
。

　

茂
苅
さ
ん
は
当
時
相
当
の
お
歳
で
し
た
が
、
ご
本
業
は
「
し

ん
し
張
り
屋
さ
ん
（
洗
濯
し
た
布
や
染
め
た
布
帛
（
ふ
は
く
）
を
、

伸
子
を
使
っ
て
し
わ
を
の
ば
し
乾
か
す
）
で
、「
は
り
げ
ん
」
と

い
う
屋
号
で
御
盛
業
で
し
た
。
よ
く
で
き
た
お
方
で
、
ご
指
導

の
お
陰
で
、
音
曲
好
き
だ
っ
た
ボ
ク
は
、
や
が
て
そ
の
中
心
の

一
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

茂
苅
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
、
中
央
市
場
の
船
渡
御
「
鯛
船
」

で
何
度
も
演
奏
、
お
初
天
神
、
服
部
天
神
、
野
里
住
吉
神
社
な
ど
、

各
地
の
天
神
祭
な
ど
に
も
精
力
的
に
応
援
出
演
し
、
岡
山
市
宗

忠
神
社
の
岡
山
桜
カ
ー
ニ
バ
ル
に
も
例
年
の
よ
う
に
参
加
し
た

り
、
大
阪
天
満
宮
の
本
殿
競
演
で
も
優
勝
し
た
り
し
ま
し
た
。

　

中
で
も
、
横
山
ノ
ッ
ク
氏
が
大
阪
府
知
事
だ
っ
た
一
九
九
〇

年
代
、
選
ば
れ
て
大
阪
伝
統
芸
能
祭
に
登
場
、
名
人
と
呼
ば
れ

た
弟
の
林
榮
が
、
親
太
鼓
で
演
奏
し
た
と
き
の
感
激
は
、
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
先
日
、
偶
然
に
、
Ｙ
Ｏ
Ｕ　

Ｔ
Ｕ
Ｂ

Ｅ
の
画
像
で
、
弟
が
「
は
り
げ
ん
れ
ん
」
の
名
人
と
し
て
紹
介

さ
れ
、
演
奏
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
、
す
ご
く
嬉

し
く
な
り
ま
し
た
）。

天
神
祭
の
地
車
囃
子

　

今
で
は
岸
和
田
の
華
麗
な
地
車
が
有
名
で
す
が
、
あ
の
天
満

宮
独
特
の
太
鼓
と
鉦
の
鳴
り
響
く
高
音
多
彩
な
連
打
の
感
動
は
、

八
十
歳
を
迎
え
た
今
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

　

地
車
囃
子
（
だ
ん
じ
り
ば
や
し
）
は
、
地
車
は
な
い
が
坐
っ

て
行
な
う
（
へ
た
り
と
呼
ぶ
）
親
太
鼓
・
雄
鉦
･
雌
鉦
・
小
太

鼓
の
四
人
一
組
の
演
奏
で
す
。
親
太
鼓
は
ビ
ヤ
樽
型
の
彫
り
抜

き
胴
体
。
鉦
は
た
ら
い
型
の
青
銅
器
。
小
太
鼓
は
親
太
鼓
の
二

林
　
昇
さ
ん

●
１
９
４
３
年
生
ま
れ

　
電
気
部
品
工
場
へ
就
職
。
以
後
、
自
動
制
御
装
置
に
絞
っ
て
事
業
従
事
。
会
社
役
員
。

　
退
職
後
、
ピ
ア
ノ
演
奏
を
趣
味
と
し
て
過
ご
す
。

回
り
小
さ
い
。

　

中
で
も
親
太
鼓
の
派
手
な
バ
チ
さ
ば
き
は
、
最
も
即
興
性
が

許
さ
れ
る
花
形
で
、
メ
ン
を
打
つ
だ
け
で
な
く
、
胴
を
打
ち
鋲

を
打
ち
、
さ
ら
に
胴
の
円
周
を
滑
ら
せ
て
連
打
、
さ
ら
に
腕
を

交
差
さ
せ
て
円
周
連
打
、
さ
ら
に
回
転
打
ち
。

　

お
陰
で
80
年
代
か
ら
90
年
代
に
か
け
て
長
柄
八
幡
宮
、
南
長

柄
八
幡
宮
の
「
キ
タ
」
の
華
麗
さ
を
取
り
入
れ
た
講
や
連
が
つ

ぎ
つ
ぎ
と
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

曲
は
、
ハ
ナ
・
ナ
カ
・
ダ
メ
の
三
楽
章
で
構
成
さ
れ
、「
チ
キ

チ
ン
チ
キ
チ
ン
チ
キ
チ
ッ
コ
ン
コ
ン
」
と
聞
こ
え
て
く
る
の
が

「
イ
チ
リ
キ
」、　
「
コ
ン
コ
ン
コ
ン
チ
キ
チ
ッ
コ
ン
コ
ン
、
コ
ン

コ
ン
チ
キ
チ
キ
チ
ッ
コ
ン
コ
ン
」
と
聞
こ
え
て
く
る
の
が
「
ニ

リ
キ
」
で
、「
チ
キ
チ
ン
チ
キ
チ
ン
チ
キ
チ
ン
チ
キ
チ
ン
」　

と

聞
こ
え
て
く
る
の
が
「
し
ゃ
ん
ぎ
り
」。

　

こ
れ
ら
の
曲
調
は
す
べ
て
、
楽
譜
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
が
自
分
の
耳
で
聞
い
て
記
憶
し
、
そ
れ
を
伝
承
し
て
い

く
の
で
す
。

　

地
車
囃
子
に
は
流
派
が
あ
り
ま
す
。
私
ら
の
長
柄
地
区
の
地

車
囃
子
は
、
は
じ
め
は
天
満
宮
の
境
内
で
、
蒲
生
今
福
地
区
の

地
車
囃
子
と
共
演
し
て
い
ま
し
た
。
の
ち
に
天
満
青
物
市
場
主

催
の
地
車
囃
子
を
蒲
生
今
福
地
区
が
大
阪
天
満
宮
境
内
で
「
ヒ

ガ
シ
」
と
称
し
て
奉
納
。
こ
れ
に
対
し
て
、長
柄
地
区
が
「
キ
タ
」

と
称
し
、
船
渡
御
鯛
船
で
地
車
囃
子
を
奉
納
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
（
今
は
コ
ー
ス
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
）。

　

そ
れ
ぞ
れ
踊
り
・
バ
チ
さ
ば
き
・
テ
ン
ポ
、
曲
の
変
わ
り
目

の
サ
イ
ン
な
ど
に
若
干
の
差
異
が
あ
り
ま
す
。
別
に
福
島
で
ニ

シ
と
い
う
組
も
生
ま
れ
ま
す
。

　

有
名
な
手
打
ち
。
ご
祝
儀
を
頂
い
た
と
き
な
ど
に
手
打
ち
を

行
な
い
ま
す
。

　

地
車
の
、
ほ
と
ん
ど
は
「
大
阪
締
め
」
と
呼
ば
れ
る
、
う
ー

ち
ま
し
ょ
・
ド
ン
ド
ン
、
も
ひ
と
つ
せ
・
ド
ン
ド
ン
、
祝
う
て

三
度
・
ど
ど
ん
が
ど
ん
。

　

地
車
同
士
が
陸
や
船
で
す
れ
違
う
と
き
は
、
う
ち
ま
ー
ひ
ょ
・

ど
ん
ど
ん
、
も
ひ
と
つ
せ
―
い
・
ド
ン
ド
ン
、
よ
ー
い
と
さ
・

ど
ん
す
っ
ト
ン
ト
ン
と
、
一
般
向
け
と
地
車
向
け
用
の
手
打
ち

が
あ
り
ま
す
。

　

ぼ
く
ら
が
若
い
頃
一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
き
た
伝
統
芸
能
が
、

い
ま
も
若
い
人
た
ち
に
よ
っ
て
盛
ん
に
な
り
、
一
層
隆
盛
し
て

い
る
の
を
見
る
と
、
嬉
し
く
て
た
ま
ら
な
い
で
す
ね
。

大阪市北区長柄（ながら）地区
長柄（ながら）は、大阪府大阪市北区の北東部に位置
する地区。長柄西・長柄中・長柄東の3地域からなる。

地車囃子
地車（だんじり・だんぢり）は、神社の祭礼で用いられる屋台・「山車」
の一種。近畿地方の泉州・河内・摂津などの地域を中心に、近畿の広
域で見ることができる。
地車囃子（だんじり／だんぢりばやし）には摂河泉三地域それぞれの
味があり、様々に評価される。泉州地域では主に小太鼓・大太鼓・鉦・
笛などを用いる。河内地域では主に大太鼓・小太鼓・鉦に加え、曳き
唄のマイクも用いる（南河内地域に限る）。摂津地域では主に親太鼓・
子太鼓・鉦（2 丁で演ずる場は双盤といい 雄鉦・雌鉦となる。）などを
用い、尼崎では釣り鐘型の半鐘を用いる地域もある。
大阪市北部には、戦争・戦乱等により焼失、あるいは資金的な問題等
によって地車が消滅し、地車囃子のみ残存している地区がある。これ
らの地区にあたる（北）長柄・南長柄等では地車囃子が地車の曳行と独
立して伝承されていき、平野郷地域、十三地域や東大阪地域などの一
部には、長柄・南長柄地区の伝統的地車囃子を取り入れている講が少
なくはない。
天満・長柄を起源とした大阪流地車囃子は郷土芸能としても発展し、
天神囃子とも呼ばれるようになる。そして愛好会が結成され、イベン
ト会場で囃子を披露するセミプロのパフォーマーも存在する。

天神祭
大阪天満宮が鎮座した 2 年後の 951 年より始まったとされ、東京・神
田祭、京都・祇園祭とともに日本三大祭りの一つに数えられている。
全国各地で行われる「天神祭」の中でも最も有名な天神祭でもある。
大阪市内の天満にある大阪天満宮の氏地を中心に、毎年 6 月下旬吉日
〜 7 月 25 日に行われ、特に宵宮と本宮に当たる 7 月 24 日・25 日は

賑やか。25 日には約 5,000 発も
の奉納花火と、100 隻もの大船
団が大川に浮かぶ。

 「はりげん連」の地車囃子（西淀川区 野里住吉神社夏祭り（2019.8.17）

長柄地区

梅田

大阪天満宮

名人と呼ばれた林榮さんの親太鼓
（YouTube より）
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私
の
寅
さ
ん

村
上
弘
子

「
山
田
洋
次
氏
に
エ
ー
ル
を
送
る
」
の
編
集
者
、
西
井
弘
和
が

私
の
「
寅
さ
ん
」

　

私
の
寅
さ
ん
。「
ど
こ
ボ
ラ
は
っ
ぴ
い
ニ
ュ
ー
ス
」「
と
よ
な

か
の
星
た
ち
」「
ヨ
ロ
ヨ
ロ
ゲ
ン
キ
通
信
」「
山
田
洋
次
氏
に
エ
ー

ル
を
送
る
」
の
編
集
者
。
ま
た
、
学
研
の
文
学
賞
を
得
た
沢
良

木
和
生
。
そ
の
他
そ
の
他
。
ま
あ
よ
う
も
次
か
ら
次
へ
と
楽
し

い
こ
と
を
精
力
的
に
切
り
拓
い
て
い
く
男
で
す
。

　

近
年
は
医
者
泣
か
せ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
。
あ
ま
り
の
根
性
に

医
者
は
「
余
命
を
言
う
た
か
な
…
…
？
」
と
首
を
傾
げ
、『
根
性

の
塊
』
の
標
本
に
し
た
い
と
呆
れ
て
い
る
と
か
、
い
な
い
と
か
。

そ
し
て
、
落
語
家
、
桂
二
葉
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん

　

そ
し
て
そ
し
て
、
桂
二
葉
の
じ
い
ち
ゃ
ん
な
ん
で
す
。
日
本

で
唯
一
の
演
芸
専
門
誌
「
東
京
か
わ
ら
版
」
／
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
新
人

落
語
大
賞
を
女
性
で
初
め
て
、
し
か
も
満
点
で
受
賞
し
、
演
芸

界
に
彗
星
の
如
く
現
れ
た
新
し
き
ヒ
ー
ロ
ー
』。

「
ア
エ
ラ
」
／
『
一
挙
に
ブ

レ
イ
ク
し
た
の
は
50
年
超

の
歴
史
で
初
め
て
の
女
性

だ
っ
た
か
ら
。
二
葉
の
熱

き
落
語
愛
、
ど
う
ぞ
お
見

知
り
置
き
の
ほ
ど
を
』。

「
神
戸
新
聞
」
／
『
飛
ぶ

鳥
を
落
と
す
勢
い
の
落
語

家
』。

　

こ
れ
が
桂
二
葉
で
、「
私
、

根
性
だ
け
は
え
げ
つ
な
い

ん
で
、
も
と
も
と
不
良
気

質
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で

す
」
と
言
う
て
ま
す
。
そ

や
で
！　

二
葉
の
オ
カ
ン
の
結
婚
披
露
パ
ー
テ
ィ
で
、
袴
の
股

立
ち
と
っ
て
深
紅
の
た
す
き
を
掛
け
、
蛮
声
張
り
上
げ
て
四
股

を
踏
ん
で
、
無
手
勝
流
で
す
わ
。
フ
ツ
ー
や
ら
ん
で
し
ょ
、
花

嫁
の
父
が
ア
。
そ
れ
が
で
き
る
ン
で
す
。
心
情
の
爆
発
さ
せ
い

で
か
！

「
ら
し
く
」
や
り
ぬ
く
ホ
ン
マ
モ
ン
！

　

昔
、
西
井
さ
ん
か
ら
「
孫
が
落
語
家
に
な
る
い
う
て
ん
ね
ん
」

と
聞
き
ま
し
た
。
何
年
か
後
、
知
人
の
学
童
保
育
所
主
催
の
落

語
会
が
阪
急
六
甲
駅
界
隈
の
会
場
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
も
沢
山
い
ま
し
た
。
彼
女
は
ピ
ン
ク
の
着
物
で
ア
フ
ロ

ヘ
ア
。
出
て
き
た
だ
け
で
、ウ
ワ
ー
！　

第
一
声
の
黄
色
い
声
で
、

エ
エ
ー
。「
つ
る
」
で
大
笑
い
で
し
た
。

村
上
弘
子
さ
ん

●
１
９
４
６
（
昭
和
21
）
年
生
ま
れ

　
京
都
女
子
大
短
期
大
学
部　
初
等
教
育
科
卒
業

　
小
学
校
教
諭
と
し
て
40
年
間
勤
務　
そ
の
後
学
童
保
育
所
支
援
員
と
し
て
10
年
間
勤
務

　
民
生
委
員
12
年
・
自
治
会
・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
委
員　
等　
継
続
中

　

こ
の
十
月
、
神
戸
喜
楽
館
「
繁
昌
亭
大
賞
受
賞
３
Ｄ
Ａ
Ｙ
Ｓ
」

で
、
彼
女
は
ト
リ
で
し
た
。
初
日
の
演
目
は
上
方
落
語
の
大
ネ

タ
「
ら
く
だ
」。
一
時
間
ぶ
っ
つ
づ
け
の
大
作
。
自
分
の
言
葉
で
、

ま
っ
す
ぐ
に
声
が
出
て
、
間
が
よ
く
テ
ン
ポ
よ
く
、
そ
し
て
聞

き
や
す
く
、
館
内
に
ビ
ー
ン
と
清
々
し
い
「
二
葉
の
ら
く
だ
」

が
行
き
渡
り
ま
し
た
。

　

私
の
「
寅
さ
ん
」

の
孫
や
も
の
、
80
歳

に
な
っ
て
も
高
座
に

上
が
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
。


