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茶
屋
區
地
車
大
改
修
！

　

２
年
の
月
日
を
か
け
た
大
改
修
が
終
わ
り
、茶
屋
区
地
車
が
生
ま

れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　

平
成
２６
年
か
ら
改
修
を
計
画
、茶
屋
地
区
協
議
会
と
茶
屋
地
区

地
車
保
存
会
よ
り
選
出
さ
れ
た
、茶
屋
地
区
地
車
改
修
委
員
会（
委

員
長・山
本
晃
）を
立
ち
上
げ
、平
成
２７
年
の
例
大
祭
終
了
と
同
時

に
改
修
に
入
り
ま
し
た
。改
修
は
当
初
１
年
の
計
画
で
、昼
提
灯
の

新
調
と
各
所
締
め
直
し
等
の
予
定
で
し
た
が
、改
修
を
進
め
て
い
く

う
ち
に
、先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
地
車
を
大
事
に
し
後
世
に
受
け
継

が
れ
て
行
く
地
車
に
し
た
い
と
言
う
思
い
か
ら
、彫
刻
の
新
調
な
ど

の
大
改
修
を
行
っ
た
た
め
２
年
の
月
日
が
か
か
り
ま
し
た
。

　

改
修
前
の
地
車
は
、昭
和
５４
年
に
購
入（
天
保
９
年
作
）、平
成
１２

年
に
も
大
改
修
を
行
い
ま
し
た
が
、経
年
劣
化
等
で
大
き
な
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
が
必
要
と
な
り
、今
回
の
改
修
事
業
を
行
う
事
に
な
り
ま
し
た
。

　

江
戸
後
期
、天
保
時
代
に
作
ら
れ
た
素
晴
ら
し
い
彫
刻（
小
松
源

蔵
作
）は一
部
残
し（
車
板
前
、女
屋
根
箱
棟
、見
送
り
）、新
た
に
土

呂
幕
、脇
障
子
、絵
振
板
を
新
調
し
ま
し
た
。中
で
も
、後
ろ
土
呂
幕

は
類
を
見
な
い
両
面
彫
と
な
っ
て
い
ま
す
。表
面
に
は
西
国
街
道
と

茶
屋
区
の
昔
の
風
景
、そ
し
て
裏
面
に
は
河
童
と
将
棋
の
駒
が
彫
ら

れ
、「
ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
駒
」と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
表
裏
の

彫
り
物
に
は
物
語
が
あ
り
、勾
欄
の
小
板
に
そ
の
物
語
が
彫
ら
れ
て

い
ま
す（
詳
し
く
は「
ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
こ
ま
」の
お
話
し
を
ご
覧
く

だ
さ
い
）。正
面
小
板
に
は
す
べ
て
兎
が
彫
ら
れ
た「
莵
原
戯
画
」が

描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

新
調
さ
れ
た
昼
提
灯
は
源
平
合
戦
が
描
か
れ
て
お
り
改
修
委
員

会
の
思
い
の
こ
も
っ
た
見
ご
た
え
の
あ
る
大
作
と
な
っ
て
お
り
、見
る

人
を
う
な
ら
せ
る
逸
品
で
す
。ま
た
、大
太
鼓
も
革
の
張
替
え
を
機

に
改
修
を
行
い
、胴
に
は
町
名
と
宮
西
の
名
、そ
し
て
桔
梗
の
紋
の
彫

り
物
を
入
れ
た
上
品
な
大
太
鼓
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　

改
修
委
員
会
会
長
、山
本
晃
氏
は
、「
戦
災
に
て
地
車
を
焼
失
、昭

和
５４
年
の
復
活
か
ら
大
改
修
を
経
て
今
回
の
大
改
修
と
２
回
の
大

改
修
を
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
感
無
量
で
す
。あ
と
は
こ
の
改
修

し
た
地
車
を
次
世
代
に
引
き
継
ぎ
永
年
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
切

に
望
み
ま
す
」と
後
世
に
残
せ
る
地
車
を
作
り
上
げ
た
喜
び
と
茶
屋

区
の
未
来
を
見
据
え
た
思
い
を
語
って
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

地
車
に
対
す
る
熱
い
思
い
が
詰
ま
っ
た
新
生
茶
屋
区
地
車
を
皆
様

ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新調彫物
・脇障子　表／平清盛　　裏／建礼門院徳子
　　　　　表／源頼朝　　裏／常盤御前
・絵振板　麒麟（阿吽）
・土呂幕　正面…一の谷の合戦 敦盛
　　　　　後ろ…表／住吉八景
　　　　　　　　裏／ひょうたんから駒
　　　　　平維茂　紅葉狩
　　　　　源頼光　土蜘蛛を討つ
　　　　　平教経　壇の浦へ旅立つ
　　　　　巴御前　馬上の勇美
　　　　　二位尼　安徳帝と浄土へ
　　　　　木曽義仲公　恩人実盛の兜に涙する

新調昼提灯　源平合戦

製　作：橋本建設
　　　　橋本春行（神戸市東灘区）
彫　師：高橋商店
　　　　高橋聖峰、高橋孔明（大阪府松原市）
錺金具：竹内錺金具店（兵庫県揖保郡太子町）
昼提灯：㈱金鱗（愛媛県新居浜市）

下絵  彫り上がり（製作途中）

下絵  彫り上がり（製作途中）

正面小板 「莵原戯画」 後ろ土呂幕・裏 「ひょうたんから駒」 後ろ土呂幕・表 「住吉八景」

土呂幕 「平維茂 紅葉狩」

土呂幕 「源頼光 土蜘蛛を討つ」

茶
屋
区
地
車
後
ろ
土
呂
幕
と
小
板
に
彫
ら
れ
て
い
る
彫
刻
に
は
、こ
ん
な
お
話
が
描
か
れ
て
い
ま
す・・・・・・

む
か
し
、本
住
吉
神
社
の
前
、西
側
に
あ
る
井
戸
に
住
む

い
た
ず
ら
河
童
が
村
人
を
困
ら
せ
て
い
た
ら
し
い
。

あ
る
日
の
夕
方
、塞
神（
さ
い
の
か
み
）神
社
の
前
で
休

憩
し
て
い
る
二
人
の
村
人
が
薄
暗
く
な
っ
た
境
内
で
河

童
の
気
配
に
気
付
き
と
っ
さ
に
言
っ
た
そ
う
な

「
本
住
吉
神
社
に
祀
っ
て
あ
る
ひ
ょ
う
た
ん
の
こ
と
や
け

ど
知
っ
て
る
か
？
」

「
あ
ぁ
拝
殿
の
前
で
将
棋
を
し
な
が
ら
ひ
ょ
う
た
ん
を

磨
い
て
い
る
時
に
、歩
の
駒
で
も
あ
れ
ば
な
ぁ
、と
言
っ

た
ら
ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
駒
が
出
て
き
て
将
棋
に
勝
っ

た
！
っ
て
い
う
話
し
や
ろ
」

「
お
れ
や
っ
た
ら
持
っ
て
帰
っ
て
酒
が
の
み
た
い
な
ぁ
、っ

て
言
う
け
ど
な
」

「
そ
れ
が
、入
り
口
の
す
も
う
松
に
住
む
白
蛇
様
が
ひ
ょ

う
た
ん
を
見
張
っ
て
る
ら
し
い
で
。こ
の
前
も
ひ
ょ
う
た

ん
を
持
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
タ
ヌ
キ
が
松
の
木
の
下
で

倒
れ
て
い
て
、よ
く
見
る
と
白
蛇
様
が
巻
き
付
い
て
い

た
ら
し
い
わ
」

「
そ
れ
は
困
っ
た
な
ぁ
」

「
そ
れ
や
っ
た
ら
、白
蛇
様
の
大
好
物
の
鯉
を
松
の
木
の

下
に
置
い
て
、そ
の
す
き
に
ひ
ょ
う
た
ん
を
・・・
」

「
白
蛇
様
は
夫
婦
や
か
ら
鯉
は
２
匹
い
る
で
！
そ
れ
も

二
尺
ぐ
ら
い
の
大
き
い
鯉
を
祀
ら
ん
と
な
」

二
人
の
村
人
は
必
死
で
笑
い
を
こ
ら
え
な
が
ら
こ
う

言
っ
て
帰
っ
た
。

そ
れ
を
聞
い
た
河
童
は
に
や
り
と
笑
い
な
が
ら
鯉
を
捕

ま
え
に
行
っ
た
。

そ
し
て
、そ
の
夜
の
こ
と

大
き
な
鯉
を
抱
え
た
河
童
が
神
社
に
近
づ
い
て
き
た
。

松
の
木
の
下
に
鯉
を
置
き
、ゆ
っ
く
り
と
ひ
ょ
う
た
ん
へ

と
近
寄
っ
た
。

河
童
は
大
喜
び
で
ひ
ょ
う
た
ん
を
抱
き
か
か
え
神
社
を

出
よ
う
と
し
た
時
、ひ
ょ
う
た
ん
に
巻
い
た
白
い
ひ
も

が
動
く
の
で
よ
く
見
る
と
、そ
れ
は
白
蛇
様
だ
っ
た
。

び
っ
く
り
し
た
河
童
は
巻
き
付
か
れ
て
は
た
ま
ら
ん
と
、

ひ
ょ
う
た
ん
を
元
に
戻
し
て
あ
わ
て
て
井
戸
に
飛
び
込

ん
だ
。

そ
れ
か
ら
河
童
が
い
た
ず
ら
を
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ

た
と
そ
う
な
。そ
し
て
、河
童
が
お
い
て
い
っ
た
大
き
な

鯉
は
も
ち
ろ
ん
村
人
み
ん
な
で
お
い
し
く
い
た
だ
い
た

と
い
う
話
で
す
。

ち
な
み
に
、そ
の
井
戸
の
前
に
は
野
菜
が
お
供
え
し
て

あ
り
、村
人
は
手
を
合
わ
せ
て
こ
う
言
っ
た
そ
う
で
す
。

「
河
童
大
明
神
様
、ま
た
お
い
し
い
魚
を
お
願
い
し
ま

す
！
」　
　
　
　
　
　

 

（
作 

・ 

高
橋
聖
峰
、高
橋
孔
明
）

こ
の
お
話
を
読
ん
で
、あ
ら
た
め
て
後
ろ
土
呂
幕
と
小
板
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、も
っ
と
地
車
を
楽   

し
ん
で
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
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神戸
ビー
フ

指定
店

クレリ東灘ホール

朝日新聞・日本経済新聞

住吉
住吉東町5-1-38　TEL.078-811-7651

http://caffe-neutral.com/

東風庵

ヘナカラー・ハーブカラー取扱い

ノアズ・アーク
HAIR & FACE

■営業時間：午後5時～午前0時 TEL.078-841-8140

東風庵
コ　　　  チ　　　アン

ＪＲ住吉駅南側１分

居酒屋

神戸市東灘区魚崎北町3－4－11
TEL078-411-8267

大正元年創業

葬儀会館
イズミホール花一

～経験と実績をもとに親身になって最後までお世話させて頂きます～

24時間受付078-851-3369
阪神住吉駅北側徒歩1分

有限会社 花一総本店
神戸市東灘区住吉宮町2丁目13番10号NEUTRAL 2F　　TEL.078-761-5550

株式会社大 工
TEL 078-858-9500

〒658-0053　神戸市東灘区住吉宮町4丁目1-19

住吉宮町4丁目4-1 キララ住吉 1F
TEL 078(851)2370

神戸住吉店

JR住吉駅南100m
国道2号線沿い南側

TEL.078-821-7373

担当者：田代　佳世

　本年度例大祭より反高林地区が地車にて巡行を行うことになりました。
反高林地区はだんじりはもとより、自地区の会館も所有しておりませんでしたが、昨今失われつつある地域のつながりを、だんじりを所有する他
の地区と同様に大事にしていきたいという思いのもと、３年前にようやく会館を購入し地域活動の拠点とした上で地車購入の検討を始めました。
そして、平成27年度の例大祭より御神輿にて巡行を行い、同年、和歌山県橋本市南馬場地区にある学文路（かむろ）神社で使われていた地車を
譲り受けました。
　翌年の平成28年度から例大祭にて地車巡行を行いたいという思いはありましたが、地区内にだんじり経験者がいないことや、地車が岸和田
型であったため住吉の巡行には適さず改修の必要性があり、２年の準備期間を経ての地車巡行となりました。
　他地区から地車のことを学び、住吉地車振興会との協議を重ね、昨年10月に試験曳きを行いました。改修としては、内駒を外駒とし、全体に
洗いをかけ、張菜棒（ちょうさいぼう）の取り付けと各種補強を行い、提灯、幕やてこ棒の取り付けを行いました。中でも、だんじりが小さいため、
鳴物を設置し叩き手の安全を考えながら動作スペースを確保することに苦心しました。
　地車運営は反高林地区協議会が主体となり地区内有志にて結成された、反高林だんじり会（会長・上西崇夫）が行います。今年度からの地車

での参加について、地区に全くだんじり経験者がいない中、最初は不安だらけのスタートでした。しかし、他
地区の経験豊富な多くの方々より熱心なアドバイスをいただくことができここまで来ることができました。こ
の場をお借りして感謝申し上げます。試験曳きでの反省点を踏まえ、４月２３日の御披露目式を成功させ、５
月の例大祭で無事運行できるようしっかり準備を進めてまいります。他地区に比べて大きさは非常に小ぶり
ですが、地域の絆で躍動する新生だんじりを見て頂ければと思います。と上西会長は地車巡行への思いと感
謝を語っておられました。
　例大祭での地車巡行が８台になるという住吉町の歴史に残る大きな１ページを皆さんどうぞご覧ください。
※反高林地車御披露目式  ４月２３日（日）１１時  地車曳き出し１３時

住吉町に新たな地車が誕生！住吉町に新たな地車が誕生！

ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
こ
ま

ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
こ
ま

住吉本町2丁目4-11 ロイヤル住吉1F　TEL843-8205

神戸市東灘区住吉本町1-23-10【JR住吉駅4分】
アメブロ  ホットペッパービューティー「ルフランアール」で検索
☎078-762-0708

改修前の地車

改修後の地車

試験曳きの様子

製作 ： 梶内だんじり株式会社（兵庫県淡路市志筑）                      
      　平成２年和歌山県橋本市妻地区製作、和歌山県橋本市南馬場町より譲り受ける
    　  反高林区にて４代目

改修 ： 有限会社隆匠（岸和田市筋海町）

  幕  ： 野寄区より譲り受ける

さかなでいっぱいプラスでは、
　　　　でお得な情報を発信しております。


