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本
住
吉
神
社
の
お
祭
り
、い
ま
む
か
し

本
住
吉
神
社
の
お
祭
り
、い
ま
む
か
し

み
な
さ
ん
は
だ
ん
じ
り
小
屋
が
自
分
の
地
区
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

現
在
の
よ
う
に
だ
ん
じ
り
小
屋
が
本
住
吉
神
社
の
中
に
出
来
た
の
は
昭
和
46
年
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
、
各
地
区
の
中
に
だ
ん
じ
り
小
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

当
時
の
交
通
事
情
の
問
題
や
お
祭
り
の
衰
退
に
よ
り
、
昭
和
46
年
の
宮
入
を
最
後
に
神
社
境
内
に

出
来
た
現
在
の
小
屋
に
だ
ん
じ
り
を
格
納
し
、
そ
の
後
数
年
間
、
だ
ん
じ
り
の
運
行
は
中
止
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
50
年
か
ら
徐
々
に
復
活
し
、
５
月
４
日
宵
宮
は
神
社
境
内
で
の
練
り
行
事
、
５
月

５
日
本
宮
は
渡
御
（
と
ぎ
ょ
）
に
続
い
て
御
旅
所
（
お
た
び
し
ょ
）
に
向
か
い
、
少
し
の
町
曳
き

の
あ
と
宮
入
を
行
っ
て
祭
り
が
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

現
在
の
よ
う
に
、
５
月
４
日
各
地
区
町
曳
き
、
５
月
５
日
宮
出
の
あ
と
住
吉
町
内
を
運
行
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
平
成
10
年
以
降
の
こ
と
で
す
。

お
祭
り
の
日
程
も
現
在
の
５
月
４
日
、
５
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
は
、
本
住
吉
神
社
の
お
祭
り
の
移
り
変
わ
り
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

●
明
治
18
年
ま
で
…
旧
暦
の
６
月
30
日
（
新
暦
で
７
月
下
旬
か
ら
８
月
上
旬
）

●
明
治
19
年
か
ら
昭
和
42
年
…
５
月
13
日

●
昭
和
42
年
か
ら
現
在
…
５
月
５
日

お
お
む
か
し

神
戸
の
だ
ん
じ
り
の
始
ま
り
は
江
戸
時
代
の
半
ば
享
保
年

間
（
１
７
１
６
〜
１
７
３
５
）
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
最

初
は
現
在
の
よ
う
な
だ
ん
じ
り
で
は
な
く
、
飾
り
台
や
練

り
物
、
ま
た
は
楽
車
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
始
ま
り
、
し

ば
ら
く
し
て
だ
ん
じ
り
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

宵
宮
で
は
各
地
区
が
町
曳
き
を
行
い
、
夕
方
に
御
旅

所
に
集
ま
り
宮
入
を
行
い
ま
す
、
そ
し
て
、
神
社
境
内

で
一
晩
留
め
置
き
、
翌
日
、
本
宮
で
は
神
事
の
後
宮
出

を
行
い
、
渡
御
に
続
き
御
旅
所
ま
で
行
き
、
そ
こ
で
解

散
し
自
分
の
地
区
に
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
は
、
現
在
の
祭
り
と
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
大
き
く
違
う
の
は
、
渡
御
の
神
輿
（
み
こ
し
）
を
住
吉
村
は
じ
め
庄
内
の

村
々
の
若
手
が
担
い
で
運
行
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
神
輿
は
明
治
の
初
め
に
火
災
で
焼

失
し
、
そ
の
後
、
大
正
３
年
に
鳳
輦
（
ほ
う
れ
ん
）
が
新
調
さ
れ
渡
御
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
・
中
期

こ
の
時
代
は
明
治
時
代
の
「
地
車
の
曳
き
出
し
禁
止
令
」
に
よ
っ
て
だ
ん
じ
り
を
売
却
し
た
り
、

昭
和
の
大
き
な
戦
争
で
焼
失
し
た
り
と
苦
労
の
時
代
で
し
た
。
戦
後
少
し
ず
つ
復
興
し
お
祭
り
も

盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
す
。
だ
ん
じ
り
を
持
っ

て
い
な
い
地
区
は
他
の
地
区
か
ら
だ
ん
じ
り

を
借
り
て
お
祭
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

本
住
吉
神
社
へ
の
宮
入
は
、
住
吉
（
西
、
茶

屋
、
吉
田
、
空
、
山
田
、
住
之
江
、
呉
田
）
、

野
寄
、
横
屋
、
西
青
木
、
岡
本
、
田
中
、
魚

崎
區
が
宮
入
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

魚
崎
區
が
明
治
41
年
頃
、
横
屋
區
が
昭
和
19

年
、
田
中
區
が
昭
和
31
年
に
氏
子
離
れ
し
、

野
寄
區
は
戦
争
で
だ
ん
じ
り
を
焼
失
、
西
青

木
區
は
昭
和
12
年
に
飾
幕
を
空
襲
で
焼
失
し

た
後
中
断
、
岡
本
區
は
昭
和
35
年
よ
り
中
断

し
、
江
戸
時
代
か
ら
続
い
た
13
町
の
宮
入
は

な
く
な
り
ま
し
た
。
昭
和
42
年
に
は
明
治
百

年
記
念
で
だ
ん
じ
り
が

曳
き
だ
さ
れ
、
西
、
空
、

山
田
、
住
之
江
、
呉
田

區
の
だ
ん
じ
り
が
４
日

宮
入
、
境
内
留
め
置
き
、

５
日
宮
出
を
行
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
住
吉
は

昭
和
43
年
に
だ
ん
じ
り

の
曳
き
出
し
が
禁
止
さ

れ
、
46
年
の
宮
入
を
最

後
に
本
住
吉
神
社
境
内

に
作
っ
た
だ
ん
じ
り
小

屋
に
格
納
し
曳
き
出
し

を
し
な
く
な
り
ま
し
た
。

昭
和
後
期

昭
和
47
年
の
お
祭
り
は

小
屋
の
前
で
鳴
り
物
だ
け
を
行
い
ま
し
た
。

翌
年
に
は
宵
宮
の
夜
、
神
社
の
中
だ
け
で
行
う
練
り
行
事
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
宵
宮
は
長

い
間
こ
の
練
り
行
事
だ
け
が
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
後
、
５
日
の
本
宮
で
は
渡

御
が
復
活
し
、
だ
ん
じ
り
も
宮
出
を
行
い
、

御
旅
所
ま
で
の
運
行
を
行
い
神
社
に
戻
り

宮
入
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
御
旅
所

か
ら
の
運
行
コ
ー
ス
を
徐
々
に
広
げ
、
各

地
区
町
曳
き
を
行
い
夜
に
宮
入
を
行
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
54
年

に
茶
屋
区

が
だ
ん
じ

り
を
購
入
し
大
改
修
を
行
い
昭
和
55
年
に
例
大
祭
に
参
加
し
ま
す
。

野
寄
区
も
昭
和
61
年
に
だ
ん
じ
り
を
購
入
し
、
翌
年
の
昭
和
62
年

に
は
岡
本
区
と
そ
ろ
っ
て
本
住
吉
神
社
へ
の
宮
入
を
復
活
さ
せ
ま

し
た
。

平
成

平
成
７
年
は
阪
神
淡
路
大
震
災
に
て
祭
礼
を
中
止
し
ま
し
た
が
翌

年
か
ら
は
再
開
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
10
年
に
は
、
本
住
吉

神
社
だ
ん
じ
り
祭
振
興
会
（
現
在
の
住
吉
地
車
振
興
会
）
が
発
足

し
、
４
日
宵
宮
に
は
各
地
区
町
曳
き
、
５
日
本
宮
で
は
渡
御
に
続

い
て
御
旅
所
ま
で
行
っ
た
あ
と
、
住
吉
９
町
を
回
る
現
在
の
巡
行

に
な
り
ま
し
た
。

庄
内
地
区
も
西
青
木
地
区
が
平
成
20
年
に
復
活
し
、
本
宮
の
５
月

５
日
午
後
３
時
か
ら
、
野
寄
、
横
屋
（
旧
庄
内
）
、
西
青
木
、
岡

本
區
の
４
地
区
が
宮
入
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
平
成
28
年
５
月
22
日
に
行
わ
れ
た
、
「
本
住
吉
神
社
28

代
目
宮
司
襲
名
記
念
地
車
巡
行
」
で
は
、
旧
庄
内
地
区
で
あ
る
、

田
中
、
魚
崎
區
が
本
住
吉
神
社
に
宮
入
し
、
76
年
ぶ
り
に
13
台
の

だ
ん
じ
り
が
そ
ろ
っ
た
宮
入
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

平
成
23
年
に
は
観
音
林
區
が
神
輿
に
て
祭
礼
に
参
加
、
続
い
て
平

成
27
年
か
ら
は
反
高
林
區
も
神
輿
に
て
祭
礼
に
参
加
し
、
平
成
29

年
に
は
念
願
の
だ
ん
じ
り
に
て
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
住
吉
は

８
台
の
だ
ん
じ
り
と
神
輿
に
て
お
祭
り
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

後
で
す
。

宮
入
で
は
、
石
畳
の
往
復
を
３
回
行
い
、
拝
殿

前
で
は
３
回
ま
わ
し
所
定
の
位
置
に
停
車
し
ま

す
。
そ
し
て
、
一
晩
境
内
に
留
め
置
き
し
ま
す
。

鳴
り
物
で
す
が
、
こ
の
安
政
２
年
の
様
子
は
こ

の
資
料
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
明
治
期
ま
で

は
終
夜
、
以
降
は
午
前
零
時
ま
で
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
今
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。

６
月
30
日
本
宮
正
午
、
神
輿
（
み
こ
し
）
が
渡

御
（
と
ぎ
ょ
）
を
開
始
し
ま
す
。
そ
の
後
に
楽

車
の
出
発
で
す
。
今
で
は
呉
田
区
が
先
頭
で
す

が
、
こ
の
時
は
魚
崎
区
が
先
頭
で
次
に
呉
田
区

が
続
き
ま
し
た
。
楽
車
は
御
旅
所
へ
向
か
い
、

御
旅
所
の
所
定
の
場
所
に
停
車
、
午
後
２
時
に
解
散
し
自
分
の
地
区
へ
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
御
旅

所
か
ら
遠
い
順
に
帰
っ
て
い
き
、
呉
田
区
は
す
べ
て
の
楽
車
が
出
発
す
る
の
を
見
送
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
で
安
政
２
年
の
宮
入
、
宮
出
が
終
了
し
ま
し
た
。
解
散
後
各
地
区
へ
帰
り
、
町
曳
き
を

行
い
各
地
区
の
小
屋
に
楽
車
を
納
め
お
祭
り
が
終
わ
り
ま
す
。
（
参
照
：
住
吉
歴
史
資
料
館
だ
よ

り
第
６
号
）

長
い
歴
史
の
中
で
お
祭
り
の
様
子
は
変
わ
っ
て
来
ま
し
た

が
、
こ
の
江
戸
の
末
期
か
ら
続
く
お
祭
り
へ
の
思
い
は
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

先
人
か
ら
受
け
継

が
れ
て
き
た
だ
ん

じ
り
祭
り
は
、
郷

土
の
誇
り
で
あ
り

貴
重
な
財
産
・
地

域
文
化
で
す
。

そ
れ
で
は
、
お
お
む
か
し
、
江
戸
時
代
末
期
の
お
祭
り
の
様
子
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
は
、
神
輿
御
幸
記
録
（
み
こ
し
み
ゆ
き
き
ろ
く
）
と
い
う
安
政
２
年
（
１
８
５
５
年
）
の
資

料
を
も
と
に
し
た
お
は
な
し
で
す
。

（
こ
の
資
料
で
は
だ
ん
じ
り
の
こ
と
を
「
楽
車
（
が
く
し
ゃ
）
」
と
表
記
さ
れ
、
現
在
の
様
な
大

き
な
だ
ん
じ
り
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
）

安
政
２
年
６
月
29
日
宵
宮
の
午
後
（
現
在
の
８
月
上
旬
）
、
呉
田
の
楽
車
が
神
社
鳥
居
前
ま
で
住

吉
の
他
の
楽
車
を
迎
え
に
行
き
ま
す
。
そ
し
て
、
宮
入
と
逆
の
順
番
で
御
旅
所
（
お
た
び
し
ょ
）

へ
向
か
い
ま
す
。

庄
内
（
野
寄
、
横
屋
、
西
青
木
、
岡
本
、
田
中
、
魚
崎
）
の
楽
車
は
、
魚
崎
村
の
西
に
集
ま
り
、

西
国
浜
街
道
（
お
お
む
ね
現
在
の
国
道
43
号
線
）
を
通
っ
て
御
旅
所
へ
や
っ
て
き
ま
す
。

午
後
５
時
、
西
区
の
楽
車
を
先
頭
に
宮
入
順
に
神
社
へ
向
か
い
ま
す
。
こ
の
宮
入
順
は
今
で
も
変

わ
ら
ず
引
継
が
れ
て
い
ま
す
。
住
吉
の
後
に
庄
内
が
続
き
ま
す
。
野
寄
区
を
先
頭
に
岡
本
区
が
最

江
戸
時
代
末
期
の
お
祭
り
の
様
子

江
戸
時
代
末
期
の
お
祭
り
の
様
子安政2年(1855)宮入りのルート推定図

住吉川下流明治橋より魚崎駅（今は43号線）

御輿御幸記録

日
　
程
　
（
例
大
祭
の
日
、
こ
の
前
日
が
宵
宮
）

お
祭
り
の
様
子
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