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「摂津名所図会」に描かれた踊り松
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主
な
見
ど
こ
ろ

一 浜街道のなごり松
戦
時
中
の
大
空
襲
に
よ
り
社
務
所
・
だ
ん

じ
り
庫
・
樹
齢
数
百
年
の
多
く
の
松
が
焼

失
し
た
。本
殿
も
平
成
7
年（
1
9
9
5
）の

大
震
災
に
よ
り
倒
壊
し
た
が
、平
成
12
年

（
2
0
0
0
）11
月
に
再
建
さ
れ
た
。文
明
13

年（
1
4
8
1
）に
創
祀
以
来

500
余
年
に
わ
た

り
、深
江
の
里
人
か
ら「
大
日
ツ
ァ
ン
」と

親
し
み
を
も
っ
て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
氏
神

で
あ
る
。
5
月
3･

4
日
に
は
例
大
祭（
神

輿
・
地
車
）が
あ
る
。

大
日
霊
女
神
社

お
お 

ひ 

る
　
め 

 

じ
ん
じ
ゃ

に-

四

「
魚
屋
道
」と
は
、こ
の
近
辺
で
と
れ
た
海
産

物
を
六
甲
山
越
え
で
有
馬
温
泉
に
運
ぶ
最

古
で
最
短
の
ル
ー
ト
で
あ
り
、阪
神
深
江
駅

の
北
東
側
に
そ
れ
を
示
す
碑
が
建
っ
て
い

る
。 

魚
屋
道
の
碑

と
と 

や 

み
ち

む
か
し
踊
り
松
あ
た
り
に
散
在
し
て
い
た

石
仏
や
五
輪
塔
な
ど
を
、付
近
の
市
街
化

の
進
行
に
し
た
が
っ
て
、
一
ヶ
所
に
集
め

ま
つ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

踊
り
松
地
蔵

に-

四
に-

三

明
治
33
年（
1
9
0
0
）、本
庄
小
学
校
建
設

時
か
ら
運
動
場
の
南
側
に
並
ん
で
い
た
浜

街
道
の
松
の
な
ご
り
で
あ
る
。

浜
街
道
・

な
ご
り
の
松

に-

四

神
戸
商
船
大
学
開
学
30
周
年
の
記
念
に
、

深
江
財
産
区
の
手
で
碑
が
建
て
ら
れ
た
。 

踊
り
松
の
碑

に-

四

旧
青
木
村
の
氏
神
で
、保
久
良
神
社
の
祭

神
が
青
亀
に
乗
っ
て
上
陸
し
た
所
だ
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。境
内
の
西
南
隅
に
旧
本

庄
村
道
路
元
標（
げ
ん
ぴ
ょ
う
）が
建
っ
て

い
る
。 

5
月
3･

4
日
に
例
大
祭
が
あ
る
。

八
坂
神
社

や 

さ
か
じ
ん 

じ
ゃ

は-

四

も
と
こ
の
地
に
は
首
か
ら
上
の
病
気
平
癒

に
霊
験（
れ
い
げ
ん
）が
あ
る
と
い
う「
花

松
地
蔵
」と
呼
ば
れ
た
石
仏
が
ま
つ
ら
れ

て
い
た
。大
正
６
年（
1
9
1
7
）、地
域
の

人
々
が
新
た
に
首
か
ら
上
の
地
蔵
像
を
建

立
し
、「
花
松
く
び
地
蔵
」と
名
付
け
た
。 

花
松
首
地
蔵
尊

は
な
ま
つ
く
び 

じ 

ぞ
う
そ
ん

い-

二

昭
和
56
年（
1
9
8
1
）、深
江
財
産
区
に
よ

っ
て
建
設
さ
れ
た
。旧
本
庄
村
史
誌
編
集

時
に
地
元
住
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
貴
重
な

郷
土
史
料
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。土
・

日
曜
の
み
10
時
〜
17
時
、無
料
、（
0
7
8
）

4
5
3-

4
9
8
0

神
戸
深
江
生
活

文
化
史
料
館 

に-

四

和
船
の
模
型
や
古
い
航
路
図
な
ど
数
多
く

の
海
事
資
料
を
収
蔵
。見
学
希
望
者
は
、同

大
学
ま
で
事
前
に
申
し
込
む
こ
と
。9
時

〜
16
時
、日
・
祝
日
定
休
、無
料
、（
0
7
8
）

4
3
1-

6
2
3
6

神
戸
商
船
大
学

海
事
資
料
館

は-

四

　
現
在
の
東
灘
区
か
ら
中
央
区
に
か
け
て
、
西
国
街
道
は

「
本
街
道
」と「
浜
街
道
」に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
西
国
街

道
は
京
都（
東
寺
口
）か
ら
内
陸
部
を
西
宮
ま
で
通
り
、
芦
屋

市
打
出
で
浜
街
道
と
分
か
れ
ま
し
た
。「
本
街
道
」が
主
と
し

て
西
国
大
名
の
参
勤
交
代
に
使
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、「
浜

街
道
」は
そ
の
バ
イ
パ
ス
・
生
活
道
路
と
し
て
使
い
分
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
本
街
道
は
道
幅
も
広
く
田
畑

の
中
を
通
っ
て
お
り
、
一
方
の
浜
街
道
は
村
と
村
を
つ
な
ぎ
、

庶
民
の
道
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
当
時
の
俚
歌
に「
深
江
こ
ゆ
れ
ば
大
日
如
来
、
高
い
高
橋
、

お
ど
り
松
」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
霊
亀
元
年（
七
一

五
）、
神
輿
に
乗
っ
た
森
の
稲
荷
神
社
の
神
が
沖
合
か
ら
上

陸
し
た
時
、
人
々
が
喜
ん
で
波
打
ち
際
の
松
の
ま
わ
り
を
踊

り
ま
わ
っ
て
迎
え
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
松
を
「
踊
り
松
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
松
の
枝
ぶ

り
が
踊
る
よ
う
な
姿
で
あ
る

た
め
に
起
こ
っ
た
名
な
の
で

し
ょ
う
。
そ
の
な
ご
り
を
と

ど
め
る
松
や
碑
が
浜
街
道
沿

い
に
点
在
し
て
い
ま
す
。

さ
と
う
た

れ
い 

き

み 

こ
し

浜街道・なごりの松
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