
　

五
月
山
山
頂
の
「
愛
宕
神
社
」
か
ら
貰
い
受
け

た
御
神
火
を
、
秀
望
台
の
南
斜
面
に
あ
る「
大
一
」

の
文
字
に
点
火
し
、
重
さ
１
０
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
高

さ
４
メ
ー
ト
ル
の
大
松
明
を
担
い
で
若
者
達
が
巡

行
、
最
後
に
は
愛
宕
神
社
御
旅
所
に
火
を
納
め

る
。そ
れ
が
城
山
町
の「
が
ん
が
ら
火
」だ
。神
事
や

祈
祷
が
行
わ
れ
る
８
月
24
日
の
「
愛
宕
神
社
」
大

祭
で
お
こ
さ
れ
た
火
を
、
御
神
火
と
し
て
十
二
双

（
付
け
木
）へ
移
し
、さ
ら
に
小
松
明
へ
と
移
す
。掛

け
声
を
上
げ
な
が
ら
、〝
さ
ら
し
に
股
引
姿
〞の
若

者
達
が
神
社
を
出
て
山
を
下
っ
て
い
く
。昔
、城
山

町
に
は
大
工
が
多
く
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
伝

統
的
な
大
工
装
束
の
出
で
立
ち
な
の
だ
そ
う
だ
。

　

山
を
下
っ
た
先
の
油
掛
地
蔵
下
。こ
こ
で
小
松

明
か
ら
大
松
明
へ
と
火
を
移
し
、
高
張
提
灯
と
、

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
達
の
松
明
の
列
に
よ
る

先
導
の
も
と
、 

八
丁
鉦
を
鳴
ら
し
な
が
ら
大
松

明
は
旧
市
街
の
細
道
を
慎
重
に
進
む
。引
っ
張

る
、
押
す
の
動
作
で
市
街
を
巡
り
、
最
後
は
栄
町

の
作
業
場
前
に
あ
る
御
旅
所
に
火
を
納
め
る
。

　

松
明
の
先
端
部
分
に
縛
ら
れ
た
肥
松（
土
中
に

残
っ
た
、
油
を
多
く
含
ん
だ
松
の
根
）か
ら
は
油

が
垂
れ
、
担
ぎ
手
の
肩
や
背
中
を
刺
激
す
る
。し

か
し
、
城
山
町
の
人
に
と
っ
て
は
、
大
松
明
に
よ

る
火
傷
の
痕
は
「
男
の
勲
章
」
で
あ
り
、
火
を
操

る
者
と
し
て
大
松
明
を
担
げ
る
と
い
う
誇
り
の

象
徴
だ
。道
に
落
ち
る
「
か
ら
け
し
」
と
呼
ば
れ

る
松
明
の
燃
え
か
す
、そ
し
て
役
員
が
持
つ
提
灯

か
ら
移
す
御
神
火
を
、火
伏
せ
の
お
守
り
と
し
て

届
け
る
。家
を
守
る
火
と
共
に
、
火
の
恐
ろ
し

さ
、大
切
さ
を
伝
え
て
い
る
の
だ
。

　

鉢
巻
き
に
法
被
姿
の
建
石
町
の
子
ど
も
達
が
、
竹

で
作
っ
た
松
明
を
持
ち
、
鉦
の
根
を
響
か
せ
町
内
を

練
り
歩
く
、
厳
か
な
雰
囲
気
。８
月
24
日
が
地
蔵
盆

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
建
石
町
の「
が
ん
が
ら
火
」は〝
子

ど
も
の
行
事
〞と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

　

５
月
に
京
都
の
「
愛
宕
神
社
」
よ
り
貰
い
受
け
た

御
神
火
を
、
建
石
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
「
星
の
宮
」

で
温
め
、
８
月
24
日
に
そ
の
種
火
を
提
灯
に
移
す
。

昼
頃
に
は
鉦
を
担
当
す
る
子
ど
も
達
が
少
し
早
め

に
や
っ
て
き
て
、
伝
承
さ
れ
た「
カ
ン
カ
ン
、カ
カ
カ
ン
」

の
叩
き
方
で
町
内
に
祭
り
の
開
催
を
知
ら
せ
る
。「
星

の
宮
」で
子
ど
も
達
が
お
参
り
を
し
、そ
の
後
五
月
山

の「
山
の
家
」を
目
指
す
。「
山
の
家
」に
到
着
後
、
高

学
年
の
子
ど
も
達
は
御
灯
明
と
共
に
大
明
ヶ
原
へ
。

提
灯
の
御
灯
明
は
火
床
へ
分
け
ら
れ
、「
大
」の
文
字

に
点
火
。山
の
家
ま
で
下
山
後
、
待
機
す
る
子
ど
も

達
の
松
明
に
も
火
が
分
け
ら
れ
、
再
び「
星
の
宮
」を

目
指
し
、
ま
ち
を
巡
る
。人
々
は
松
明
か
ら
ロ
ウ
ソ
ク

に
火
を
貰
い
、仏
壇
に
供
え
、家
内
安
全
を
願
う
。

　

毎
年
8
月
24
日
、
決
ま
っ
て
こ
の
日
に
行
わ

れ
る
愛
宕
火
（
＝
が
ん
が
ら
火
）の
祭
礼
。池
田

市
の
城
山
町
と
建
石
町
、
２
つ
の
町
が
そ
れ
ぞ

れ「
大
一
」（
城
山
町
）、「
大
」（
建
石
町
）の
文
字

火
を
五
月
山
に
灯
し
、
八
丁
鉦
を
響
か
せ
な
が

ら
大
松
明
（
城
山
町
）、
こ
ど
も
松
明
（
建
石

町
）
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
イ
ル
で
ま
ち
を
練
り
歩

き
、御
灯
明
を
人
々
に
届
け
る
。家
内
安
全
、無

病
息
災
を
願
い
、
火
伏
せ
の
祭
礼
と
し
て
江
戸

時
代
か
ら
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

　

愛
宕
火
の
起
源
は
、
伊
居
太
神
社
蔵『
穴
織

宮
拾
要
記（
未
）』（
1
7
2
7
年
ご
ろ
）に
よ
る

と
、
1
6
4
4
年
に
地
元
の
旦
那
衆
で
あ
る
多

田
屋
・
板
屋
・
中
村
屋
・
丸
屋
の
４
人
が
五

月
山
山
頂
で
灯
し
た
火
を
、ま
ち
の
人
々
が「
池

田
に
愛
宕
が
飛
来
し
た
」
と
集
ま
っ
て
来
た
こ
と

が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。防
災
設
備
の
整
っ
て

い
な
い
時
代
、
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
火

は
人
々
に
と
っ
て
身
近
で
あ
り
、
脅
威
で
も
あ
っ

た
。〝
火
伏
せ
・
防
火
に
霊
験
の
あ
る
神
社
〞と

し
て
名
を
馳
せ
る
京
都
の
「
愛
宕
神
社
」
を
池

田
で
も
崇
め
る
こ
と
を
人
々
は
喜
び
、そ
う
し
て

五
月
山
と「
愛
宕
神
社
」、
及
び
火
伏
せ
の
神
へ

の
信
仰
と
が
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

　

信
仰
に
よ
る
静
か
な
祭
事
は
、
時
代
を
経
て

形
を
変
え
て
い
る
。松
明
に
よ
る
文
字
火
も
、

『
伊
居
太
神
社
日
記
』
の
１
８
１
９
年
に
大
明
ヶ

原
に「
大
」の
文
字
火
が
、
鳥
居
付
近
に「
一
」が

あ
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
も
、こ
れ
以
前
に
行
わ

れ
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の

か
は
不
明
だ
。時
代
の
移
ろ
い
と
共
に
、
現
在
の

形
に
変
わ
り
、継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

口
承
に
よ
り
続
い
て
き
た「
が
ん
が
ら
火
」。毎

年
松
明
を
作
っ
て
は
燃
や
し
、ま
た
翌
年
同
じ
よ

う
に
燃
や
す〝
形
〞の
残
ら
な
い
祭
り
だ
。だ
か
ら

こ
そ
、
両
町
民
の「
も
っ
と
良
く
し
た
い
」と
い
う

想
い
が
、
守
る
べ
き
芯
は
守
り
な
が
ら
も
、
時
代

と
共
に
形
を
変
え
て
今
の
「
が
ん
が
ら
火
」
を

作
っ
た
。無
論
、今
年
も
伝
統
の
火
は
燃
え
る
。

火
を
届
け
、恐
さ
も
伝
導

城
山
町
の
大
松
明

粛
々
と
子
ど
も
松
明
が

灯
明
を
届
け
る
建
石
町

発
展
し
続
け
る
、

〝
無
形
〞
の
火
祭
り

江
戸
時
代
よ
り
続
く

火
伏
せ
の
祭
礼

大一点火
大
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綾羽町

20:25
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猪
名
川

巻
頭
特
集

晩
夏
の
夜
空
を
焦
が
す
炎
、鳴
り
響
く
八
丁
鉦
の
音
。

江
戸
時
代
か
ら
続
く
池
田
の
夏
の
風
物
詩
は
、

城
山
・
建
石
の
２
つ
の
町
で
継
承
さ
れ
て
き
た
。

五
月
山
に
灯
す「
大
一
」、「
大
」の
文
字
火
。

高
さ
４
メ
ー
ト
ル
の
大
松
明
が
市
街
を
巡
る
、

迫
力
あ
ふ
れ
る
城
山
町
の
大
松
明
。

松
明
を
持
っ
た
子
ど
も
達
が
巡
行
す
る
、

建
石
町
の
厳
か
な
子
ど
も
松
明
。

大
阪
府
指
定
無
形
民
俗
文
化
財「
愛
宕
火（
が
ん
が
ら
火
）」。

受
け
継
が
れ
る
伝
統
と
熱
い
想
い
を
取
材
し
た
。

生
き
続
け
る
伝
統
の
火
祭
り

が
ん
が
ら
火

　19時30分に小松明から文字火
へ点火　　秀望台での文字火の
献灯は、約 1 時間。火床は 2 名で
管理する　　さくら通りを抜けて、
駅前へと進んでいく２基の大松明
　 池田城山町交差点での最後
の見せ場「四本立て」。近くに「愛
宕神社」の御旅所があり、神様へ
の挨拶の儀礼として行う

　京都「愛宕神社」から貰い
受けた火を、建石町の「星の
宮」に供え、五月山の大明ヶ
原にて点火。「池田市役所」
から向かって正面に見える。

　五月山の「愛宕神社」か
ら貰い受けた火を、五月山
の秀望台下の斜面で点
火。猪名川に架かる呉服
橋からだと、よく見える。

　 14時に八丁鉦を鳴らして
町内を周り、まつりの開催を知
らせる　　五月山の大明ヶ原
を目指し、出発　　点火を終
えて下山し、星の宮へ　　星
の宮の小大文字に火を移す

城山町「大一文字」 建石町「大文字」
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文／小木曽優美　デザイン／小林亜由　写真提供／北川哲也（城山町写真）、池田市役所（建石町写真） 取材協力／池田五月山大一文字がんがら火保存会（城山町）、池田五月山大文字がんがら火保存会（建石町）
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は
っ
ち
ょ
う
が
ね
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ぶ
ご
と
う
み
ょ
う

た
か
ば
り
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ょ
う
ち
ん

お
た
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し
ょ

こ
え
ま
つ
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