
池田のいま・むかし
わがまちHISTORYを知ろう！

池
田
は
、
機
織
り
に
関
す
る

伝
承
を
持
つ
ま
ち
で
す
。

長
い
歴
史
の
中
で
人
び
と
に
広
ま
り
、

親
し
ま
れ
て
き
た
こ
の
伝
承
を

本
市
が
誕
生
し
て
80
周
年
を
迎
え
る
い
ま
、

新
た
に
見
つ
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

古
代
、
応お

う
じ
ん神

天
皇
の
求
め
に
応
じ
て
、

中
国
の
呉
の
国
か
ら
ク
レ
ハ
ト
リ
と

ア
ヤ
ハ
ト
リ
と
い
う
二
人
の
女
性
が

来
日
し
、
池
田
の
地
で
機
織
り
を
は

じ
め
、
人
び
と
に
そ
の
技
術
を
教
え

ま
し
た
。
や
が
て
機
織
り
技
術
は
日

本
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

市
内
に
は
、
ク
レ
ハ
ト
リ
・
ア
ヤ
ハ
ト
リ

が
上
陸
し
た
地
「
唐と

う
せ
ん船

が
淵ふ

ち

」、
水
を

く
み
上
げ
糸
を
染
め
た
「
染そ

め

ど

の

い

殿
井
」、

二
人
が
機
を
織
っ
て
い
る
と
天
か
ら

星
が
降
っ
て
照
ら
し
た

「
星ほ

し

の
御ご

も

ん門
（
星ほ

し

の
宮み

や

）」、

布
を
掛
け
て
干
し
た

「
絹き

ぬ
か掛

け
の
松

ま
つ

」

な
ど
伝
承
に

関
す
る
場
所

が
数
々
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
地
で
亡
く
な
っ
た

二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
姫ひ

め
む
ろ室

」

「
梅う

め
む
ろ室

」
と
い
う
塚
に
葬
ら
れ
、

後
に
ク
レ
ハ
ト
リ
は

呉く

れ

は

じ

ん

じ

ゃ

服
神
社
の
、

ア
ヤ
ハ
ト
リ

は

伊い

け

だ

じ

ん

じ

ゃ

居
太
神
社
の

祭
神
と
し
て

祭
ら
れ
た
と

い
わ
れ
ま
す
。

ク
レ
ハ
ト
リ
・

ア
ヤ
ハ
ト
リ
伝
承
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伝
承
の
も
と
は

『
日
本
書
紀
』

　

ク
レ
ハ
ト
リ
・
ア
ヤ
ハ
ト
リ
伝
承
は
、

古
代
の
歴
史
書
『
日
本
書
紀
』（
7
2
0
年

成
立
）
に
出
て
く
る
話
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て

い
る
と
さ
れ
ま
す
。
同
書
に
は
、
中
国
大
陸

や
朝
鮮
半
島
か
ら
機
織
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

技
術
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
ク
レ
ハ
ト
リ
・
ア
ヤ
ハ
ト
リ

に
つ
い
て
は
、
応
神
天
皇
の
時
代
、
呉
に
遣

わ
さ
れ
た
阿あ

ち
の
お
み

知
使
主
と
都つ

か
の
お
み

加
使
主
が
連
れ
て

帰
っ
て
き
た
縫き

ぬ
ぬ
い
め

工
女
の
中
に
、
２
人
と
思
わ

れ
る
「
呉く
れ
は
と
り織」「

穴あ
な
は
と
り織」

の
名
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
２
人

が
「
池
田
に
来
た
」
こ
と
は
全
く
出
て
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
機
織
り
に
関
す
る
同
じ
よ
う

な
伝
承
は
、
西
宮
市
や
奈
良
県
川
西
町
、
富

山
市
な
ど
各
地
に
も
存
在
し
て
い
る
の
で

す
。
で
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
池
田
に
こ
の
伝

承
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

渡
来
系
氏
族
と
池
田

　

研
究
者
の
間
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、

４
〜
７
世
紀
に
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら

来
た
渡
来
系
氏
族
の
存
在
で
す
。
彼
ら
は
高

い
技
術
や
知
識
を
持
ち
、
や
が
て
各
種
の
職

特
　
集

  

池田名所図絵（壽命寺蔵）。呉服社（呉服
神社）と漢織社（伊居太神社）をそれぞれ
中心に、池田の名所旧跡が鳥瞰図風に描
かれている。

呉服姫坐像（壽命寺蔵）と穴織姫坐像（伊居太神社蔵）
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出
版
物
が
刊
行
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
で
伝

承
は
発
句
の
題
に
な
っ
た
り
挿
絵
付
き
で
伝

承
地
が
紹
介
さ
れ
た
り
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
形

で
登
場
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
広
ま
り
、
親
し
ま
れ
て
き
た

「
ク
レ
ハ
ト
リ
・
ア
ヤ
ハ
ト
リ
伝
承
」。
長
い

歴
史
の
中
で
姿
を
変
え
つ
つ
受
け
継
が
れ
て

き
た
伝
承
を
、
ま
ち
を
語
る
要
の
一
つ
と
し

て
、
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
継
承
し
て
い
き
た

い
も
の
で
す
。

く
関
係
し
て
い
ま
す
。
伊
居
太
神
社
所
蔵
の

元
禄
６
（
1
6
9
3
）
年
に
仕
立
て
ら
れ
た
巻

物
に
収
め
ら
れ
た
「
呉く
れ
は
と
り
あ
や
は
と
り
だ
い
み
ょ
う
じ
ん
え
ん
ぎ

織
穴
織
大
明
神
縁
起
」

で
は
、
呉
織
と
穴
織
が
呉く

れ
は
の
さ
と

服
里
で
暮
ら
し
た

こ
と
や
17
代
仁に

ん
と
く徳

天
皇
が
２
人
の
社
を
建
立

し
た
こ
と
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
「
呉
織
穴
織
大
明
神
縁
起 

略
」
で
は
、

２
人
は
1
3
6
歳
ま
で
生
き
た
と
し
、
染

殿
井
な
ど
の
伝
承
地
と
そ
の
由
来
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
は
俳
諧
書
や
地
誌
な
ど
多
く
の

よ
う
に
、
渡
来
系
氏
族
が
池
田
で
の
伝
承
誕

生
に
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

物
語
性
が
備
わ
っ
た

伝
承
へ

　

そ
の
後
伝
承
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
が
加
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

特
に
社
寺
の
縁
起
は
、
こ
の
伝
承
が
豊
か
な

物
語
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
大
き

業
集
団
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
中
で
も

秦は
た
し氏
と
漢あ
や
し氏
は
同
氏
族
の
代
表
格
。
秦
氏
は

土
地
開
発
や
機
織
り
に
た
け
て
い
ま
し
た
。

現
在
の
市
域
の
一
部
は
古
代
、
摂
津
国
豊て

し
ま嶋

郡
秦は

た
の
か
み
ご
う

上
郷・秦は

た
の
し
も
ご
う

下
郷
と
呼
ば
れ
、
勢
力
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
漢
氏
は
平
安
時
代
中
期
に
呉く

れ
は
の
し
ょ
う

庭
荘

（
現
在
の
神
田
・
宇
保
町
一
帯
）
を
開
発
し

た
土は

じ

し
師
氏
が
漢
氏
の
祖
先
神
で
あ
り
呉
織
・

穴
織
を
連
れ
て
来
た
と
さ
れ
る
阿
知
使
主
を

荘
内
に
祭
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
こ
の

　
展
示
室
に
入
っ
て
驚
く
の
は
、
展

示
資
料
の
多
彩
さ
。
社
寺
縁
起
や
名

所
図
会
、
古
絵
図
、
呉
織
・
穴
織
の

木
像
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
伝
承
が
い

か
に
多
様
な
形
で
根
付
い
て
き
た
か

が
分
か
り
ま
す
。
来
館
者
の
多
く
は

市
民
や
近
隣
市
か
ら
の
人
た
ち
で
す

が
、
中
に
は
機
織
り
伝
承
を
持
つ
遠

方
の
ま
ち
か
ら
訪
れ
た
人
も
。

　
11
月
11
日
に
開
か
れ
た
記
念
講
演

会
で
は
、
流
通
科
学
大
学
非
常
勤
講

師
の
植
野
加
代
子
さ
ん
が
渡
来
系
氏

族
・
秦
氏
の
研
究
の
見
地
か
ら
伝
承

に
つ
い
て
話
を
さ
れ
、
参
加
者
は
91

人
と
大
盛
況
だ
っ
た
そ
う
。「
講
演
で

伝
承
の
背
景
が
分
か
り
、
よ
り
興
味

が
深
ま
り
ま
し
た
」「
あ
ち
こ
ち
に
あ

る
伝
承
は
ど
れ
が
正
し
い
の
か
と
ば
か

り
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
由
来
を

考
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
大
切
だ
と
分
か

り
ま
し
た
」
と
の
感
想
も
聞
か
れ
、
あ

ら
た
め
て
伝
承
の
面
白
さ
や
魅
力
を
知

る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

平成30（2018）年10月から開催され、12月に幕を閉じた
特別展「クレハトリ・アヤハトリ〜池田に伝わる機織りの
伝承〜」。さまざまな伝承ゆかりの資料を同時に展示した
のは、同館では初めて。期間中、関連イベントも催され、
多くの人たちが伝承の魅力に触れた特別展でした。

……… 2018秋 歴史民俗資料館 特別展 ………　

呉織穴織大明神縁起（部分）（伊居太神社蔵）。
『日本書紀』をもとにいろいろな要素が加わっている。

『摂津名所図会』（同資料館蔵）。観光案内書ともい
える出版物で、寛政10（1798）年に刊行された巻６で
は池田市域のことを収録。機織りの挿絵も見られる。

多彩な展示から伝承を見つめました
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池田文庫

逸翁美術館

五月山
児童文化センター

小林一三記念館

辻ヶ池公園

池田城跡公園

落語みゅーじあむ

都市緑化
植物園

五月山

大広寺

猪
名
川

中橋

呉服橋

阪急池田駅

←阪急川西能勢口駅へ

観光案内所

観光協会案内所

カップヌードル
ミュージアム 
大阪池田

池田
市役所

文

〒

大阪池田ゲスト
インフォメーション

市立池田病院

五月山
体育館

五月山動物園
173

176

　古代の池田を
　想像しながら
 歩いてみませんか？

　市内には、
伝承に出てくる
場所がたくさん
　　あります

  

みなさんの心の中に、まちの伝承や歴史が息づいてくれたら
　

昨
秋
の
特
別
展
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と

こ
ろ
で
注
目
を
集
め
、
諸
説
あ
ふ
れ
る

「
ク
レ
ハ
ト
リ
・
ア
ヤ
ハ
ト
リ
伝
承
」

を
市
制
施
行
80
周
年
を
迎
え
る
に
先
立

ち
あ
ら
た
め
て
見
て
み
よ
う
と
の
思
い

か
ら
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
伝
承
は
、
物
語
性
を
持
っ
て
今

日
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
が

特
徴
的
。
た
だ
機
織
り
の
神
様
が
神
社

の
祭
神
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
市
域
に
関
わ
り
の
あ
る
場
所
が
い

く
つ
も
伝
わ
る
な
ど
、
ス
ト
ー
リ
ー
と

し
て
非
常
に
面
白
く
展
開
さ
れ
て
い
る

の
が
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

伝
承
や
歴
史
と
い
う
と
マ
ニ
ア
ッ
ク

な
も
の
の
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
現
在
暮
ら
し
て
い
る
ま
ち
は

多
く
の
先
人
た
ち
の
営
み
の
上
に
成
り

立
ち
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
考
え
る

と
親
し
み
を
持
て
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
自
分
た
ち
の
ま
ち
の
伝
承

や
歴
史
を
知
り
、
ふ
る
さ
と
池
田
へ
の

思
い
を
深
め
て
も
ら
え
る
と
い
い
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
民
俗
資
料
館

館
長
・
田
中
　
万
里
子

染殿井

伊居太神社

壽命寺

池田の歴史や文化
を多彩な資料で紹
介しています。
開館：
午前10時〜午後６時
休館：
月・火曜日・祝日（火曜
日が祝日の場合は翌日も）
年末年始、展示替え期間
入館：無料　
☎ 751・3019

行基開山。縁起で
は、呉織・穴織が
携えてきた薬師如
来像が神託により
出現し、本尊として
安置されたと伝えら
れます。

水をくみ、色を染めた井戸が
あったとされます。江戸時代
初期にはすでにありました。

現在の木部町から新町の猪名川
のほとり。碑が立っています。

二人の織姫が機を織った
場所といわれます。

織った布を掛けて干した松
があったといいます。現在
は記念碑があります。

唐船が淵

衣被きの碑

絹掛けの松

呉服神社

伝
承
を
表
現
し
た

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
。

訪れてみよう！伝承にまつわるポイントを

第3代オリヒメ姉妹・クレハトリ（姉役） 第3代オリヒメ姉妹・アヤハトリ（妹役）

星の御門
（星の宮）

歴史民俗資料館

図書館（休館中）
横です！
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池田のいまを未来へ伝えよう
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▲市制施行時の池田市庁舎
   （昭和14年）

▲ローンセストン市と姉妹都市提携
   （昭和40年）

▲池田駅前国道176号
   （昭和36年）

▲蘇州市と友好都市提携
   （昭和56年）

▲池田駅前
   （昭和47年）

▲大阪国際空港
   （昭和43年）

▲市制施行70周年式典 （平成21年） ▲ほそごう学園開校 （平成27年） ▲新たなウォンバット来園 （平成29年）

　昭和14（1939）年4月29日、池田市は誕生しました。翌年に制定された市章
は、「クレハトリ・アヤハトリ伝承」を題材に井桁と糸巻きの形がデザインされ、
長い歴史を背景に持つまちであることが伝わります。
　池田市誕生80周年にあたる今年は、さまざまな企画が予定され、新たな歴
史への一歩を踏み出します。詳細は市ホームページなどでお知らせしますので
お楽しみに！
▶問い合わせは空港・観光課 ☎754・624480周年

　

織
姫
伝
説
に
加
え
て
、
日
本
で
始
め
て
住
宅
の

割
賦
販
売
を
行
っ
た
阪
急
電
鉄
の
創
始
者
小
林

一
三
氏
、
世
界
初
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
を

発
明
し
た
日
清
食
品
の
創
始
者
安
藤
百
福
氏
を
擁

す
る
池
田
市
は
、昭
和
14
年
4
月
29
日
に
大
阪
府

で
6
番
目
の
市
と
し
て
誕
生
し
、い
よ
い
よ
今
年
は
、

市
制
施
行
80
周
年
の
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
ま
す
。

　

平
成
19
年
度
か
ら
は
全
国
初・池
田
発
の
地
域

分
権
制
度
を
立
ち
上
げ
て
新
た
な
事
始
め
に
挑
戦
し
ま
し
た
。ま

た
、本
市
の
さ
ら
な
る
発
展
に
向
け
て
、市
域
を
一つ
の
テ
ー
マ
パ
ー

ク
に
見
立
て
、各
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
活
力
あ
る
中・長
期
的

な
ま
ち
づ
く
り
の
展
望
を
示
す「
池
田
の
ま
ち 

み
ん
な
ま
と
め
て

テ
ー
マ
パ
ー
ク
構
想
」を
策
定
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
、こ
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
構
想
に
基
づ
き
、ウ
ォ
ン
バッ
ト・ま

ん
ぷ
く・イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
な
ど
本
市
が
誇
る
地
域
資
源
の

P
R
や
、池
田
城
跡
公
園
を
基
点
と
し
た
忍
者
集
団
に
よ
る
観
光

客
お
も
て
な
し
の
取
り
組
み
な
ど
、80
周
年
に
向
け
て
の
気
運
を

高
め
て
参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

結
び
に
、本
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
原
点
で
あ
る「
小
さ
く
と
も
世

界
に
誇
れ
る
池
田
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、未
来
へ
と
羽
ば
た
い
て
い
け

る
よ
う
、こ
れ
か
ら
も
市
民
や
関
係
者
の
皆
さ
ま
の
お
力
を
お
借
り

し
な
が
ら
、共
に
歩
ん
で
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　池田市制施行 80 周年記念事業の「池田市らしさ」を表現した親しみやすいロゴマーク
のデザインを公募します。採用者には 20 万円と記念品が、佳作（最高 2 点選定）には
3 万円が贈られます。
■内容：応募者が創作した未発表のオリジナル作品とし、第三者の著作権、商標権など

の権利を侵害しない作品、他の作品（商標含む）と同一または類似していない作品で、
「市制施行 80 周年」であることを分かりやすく伝えるデザインのロゴ　

■申し込み先＝ 2 月15日㈮（必着）までに空港・観光課　
※結果は 3 月以降に市ホームページで発表。受賞作品は著作権を無償で池田市に譲渡

し、使用権は池田市に帰属します。詳細は 1 月以降に市ホームページをご覧ください。

80周年に向けて
池田市長　倉田　薫

応募待っ
てるでご

ざる！

80周年記念ロゴを募集 !!!!!!!

池田市制施行
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