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ときの輝き

肖
柏
を
庇
護
し
た
池
田
氏
も
肖
柏
の
影

響
を
受
け
、
当
時
の
連
歌
選
集
『
新
撰
菟

し
ん
せ
ん
つ

玖
波

く

ば

集し
ゆ
う

』に
一
族
の
作
品
が
収
載
さ
れ
る

ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
自
ら
も
連

歌
会
を
主
催
し
た
と
い
わ
れ
、
池
田
氏
は

経
済
、
軍
事
面
だ
け
で
な
く
文
化
面
に
お

い
て
も
京
都
の
人
々
か
ら
注
目
を
集
め
る

存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

池
田
氏
の
も
と
に
は
、
肖
柏
の
ほ
か
に

も
多
く
の
文
人
た
ち
が
訪
れ
、
こ
の
時
期

に
培
わ
れ
た
文
化
の
土
壌
が
、
や
が
て
江

戸
時
代
に
隆
盛
を
迎
え
る
池
田
文
化
の
基

礎
と
な
り
、
今
日
に
お
け
る
池
田
の
地
域

性
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と

い
え
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
歴
史
民
俗
資
料
館
（
蕁

７
５
１
・
３
０
１
９
）

今
秋
、
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
国
人
・

池
田
氏
と
そ
の
庇ひ

護
を
受
け
て
活
躍
し
た

連
歌
師
・
牡
丹
花
肖
柏
に
着
目
し
、
中
世

後
期
の
社
会
と
文
化
を
取
り
上
げ
た
特
別

展
を
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
今

回
か
ら
４
回
に
わ
た
っ
て
そ
の
内
容
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。

池
田
氏
は
、
国
人
と
よ
ば
れ
る
在
地
領

主
で
、
13
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
池
田
を
拠
点

に
勢
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
15
世
紀
前

半
ま
で
に
は
五
月
山
山
ろ
く
（
城
山
町
）

に
城
（
池
田
城
）
を
築
く
ま
で
に
成
長
し

ま
し
た
。

池
田
氏
の
名
が
歴
史
上
に
頻
繁
に
現
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
15
世
紀
半
ば
以
降

の
こ
と
で
す
。
摂
津
国
垂
水
西
牧
桜
井
郷

（
豊
中
市
北
部
〜
箕
面
市
南
部
）
や
摂
津

国
細
川
荘
（
細
河
地
域
）
と
い
っ
た
、
周

辺
荘
園
の
所
有
権
や
年
貢
な
ど
の
利
益
を

獲
得
し
、
有
力
国
人
と
し
て
の
地
位
を
確

立
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
同
時
に
、

摂
津
国
の
守
護
で
同
国
を
支
配
し
て
い
た

管
領
・
細
川
氏
の
被
官(

家
臣)

と
し
て
、

伊
丹
氏
や
能
勢
氏
ら
と
と
も
に
社
会
的
地

位
を
高
め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

池
田
氏
の
急
速
な
勢
力
拡
大
は
、
当
時

「
富
貴
栄
華
の
家
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
で

し
た
。

池
田
氏
が
勢
力
を
拡
大
さ
せ
て
い
た
15

世
紀
半
ば
は
、
応
仁
の
乱
の
ぼ
っ
発
と
そ

れ
に
続
く
全
国
各
地
で
の
争
乱
と
い
っ
た
、

戦
国
時
代
の
幕
が
開
い
た
時
期
で
も
あ
り

ま
し
た
。

応
仁
の
乱
は
、
応
仁
元
年
（
１
４
６
７
）、

将
軍
家
や
幕
府
の
有
力
者
ら
の
家
督
争
い

に
、
管
領
・
細
川
勝
元
と
有
力
守
護
大

名
・
山
名
宗
全
の
政
争
が
絡
み
合
い
、
天

下
を
東
軍
・
西
軍
に
二
分
す
る
戦
乱
に
発

展
し
た
も
の
で
す
。
両
軍
と
も
京
都
の
町

中
に
陣
地
を
構
え
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の

寺
社
や
公
家
の
邸
宅
が
焼
失
す
る
こ
と
に

も
な
り
ま
し

た
。細

川
氏
の

被
官
で
あ
る

池
田
氏
は
、

同
年
５
月
に

東
軍
方
と
し

て
参
戦
し
て

い
ま
す
。
そ

の
と
き
の
様
子
が
「
摂
津
国
民
池
田
令

上
洛
。
細
川
被
官
者
也
。
馬
上
十
二
騎
、

野
武
士
千
人
計
也
」
と
公
家
の
日
記
に
記

さ
れ
て
お
り
、
池
田
氏
が
多
く
の
軍
勢
を

率
い
て
上
洛
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。応

仁
の
乱
は
、
文
明
９
年
（
１
４
７
７
）

に
京
都
で
の
戦
い
が
収
束
を
み
ま
し
た
が
、

地
方
で
の
混
乱
は
依
然
と
し
て
続
き
ま
し

た
。
こ
の
大
乱
の
結
果
、
将
軍
や
守
護
大

名
の
権
力
が
弱
体
化
。
そ
の
一
方
で
、
領

国
の
実
質
的
な
支
配
権
を
握
っ
て
い
た
守

護
代
が
守
護
大
名
に
任
じ
ら
れ
る
な
ど
、

権
力
構
造
の
逆
転
が
お
こ
り
「
下
克
上
」

の
世
の
中
へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
乱
の
発
生
以
降
、
多
く
の
公

家
、
文
人
が
焦
土
と
化
し
た
京
都
を
避
け
、

有
力
守
護
や
国
人
を
頼
り
地
方
に
落
ち
延

び
て
い
き
ま
し
た
。
彼
ら
の
移
住
に
伴
い

各
地
に
京
都
の
文
化
が
持
ち
込
ま
れ
、
新

た
な
文
化
が
は
ぐ
く
ま
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
実
は
池
田
で
も
こ
れ
と
同
じ
よ

う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

池
田
氏
が
細
川
氏
の
有
力
被
官
と
し
て

広
く
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

ろ
、
当
時
を
代
表
す
る
連
歌
師
・
牡
丹
花

肖
柏
が
池
田
に
来
住
し
ま
し
た
。
肖
柏
も

京
都
を
脱
出
し
た
文
人
の
一
人
で
す
。
長

享
元
年(
１
４
８
７)

か
ら
永
正
15
年(

１

５
１
８)
に
和
泉
国
・
堺
へ
移
る
ま
で
の

30
年
余
り
を
、
池
田
氏
の
庇
護
の
も
と
大

広
寺
の
近
く
に
「
夢
庵
」
と
い
う
草
庵
を

つ
く
り
、
過
ご
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

応
仁
の
乱
と
時
代
の
変
化

摂
津
国
人
・
池
田
氏

連
歌
師
・
牡
丹
花
肖
柏
の
来
住

牡
丹
花
肖
柏
画
像
（
大
広
寺
蔵
）

池
田
氏
と

池
田
氏
と

　
牡
丹
花
肖
柏

　
牡
丹
花
肖
柏

池
田
氏
と

　
牡
丹
花
肖
柏

第 

一 

回

ぼ
　
　
た
　
ん
　
　
か
　
　
　
し
よ
う
　
は
　
く

長久三年摂津国細川荘大絵図(歴史民俗資料館蔵)
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蘆無料

蘆10：00～17：00 （入館は16：30 まで）
蘆月曜日
蘆一般700 円、学生500 円、中学生以下200 円

蘆9：30～17：00（入館は16:30まで） 
蘆月曜日、第1水曜日、祝日（月曜日の場合は翌日も）
蘆200円（図書館は無料）
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 蕁751･3185

館　名 展示名（期間）／みどころほか 開館時間／休館日／料金 地　図

職業
安定所 ★

★

★

N

蘆企画展「はがきいろいろ－葉書が描く時代－」

☆ミュージアムミニトーク（8/20豸14:00、聴講無料）

8/2貉～10/8豸

蘆夏季展「青蒼の美―染付のうつわ―」

蘆特別展「細川護熙・加藤静允　
　　数寄に生きる　―書・画・陶磁―」

展示なし（図書館のみ開館）

～8/13豸

9/16貍～10/9豢

図
書
館

歴
史
民
俗
資
料
館

池田警察署

市役所駅前
公園

池田駅

至梅田

逸
翁
美
術
館

至
五
月
山コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

池田文庫

辻ケ池
公園

池田回生病院

池田城跡公園

城山勤労者
センター

く
わ
く
と
し
た
気
分
に
な
っ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。

屋
根
の
上
に
は
、
太
鼓
櫓や

ぐ
ら

が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
明
治
村
に
移
設

さ
れ
た
呉
服
座
に
も
備
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
、
開
幕
や
終
演
を
告
げ
る
太
鼓
が

鳴
ら
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
櫓
に
「
池
田
　
春
日
座
」
の
文
字
と
、

こ
の
春
日
座
を
買
収
し
て
再
興
し
た
生
魚

商
の
商
標
「
蝶

ち
よ
う

千
鳥
」
の
マ
ー
ク
が
誇

ら
し
げ
に
入
っ
て
い
る
の
も
目
を
引
き
ま

す
。昭

和
初
期
の
池
田
に
は
、
こ
の
春
日
座

や
呉
服
座
の
劇
場
の
ほ
か
に
、
明
治
座
や

池
田
倶
楽
部
（
も
し
く
は
池
田
キ
ネ
マ
）

と
い
う
名
前
の
映
画
館
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
小
都
市
と
し
て
は
多
く
の
娯

楽
施
設
が
あ
り
、
こ
れ
は
近
代
池
田
の
特

徴
の
一
つ
と
も
い
え
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
50
年
代
ま
で
営
業
し

て
い
た
明
治
座
の
歴
史
は
、
明
治
の
こ
ろ

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
る
可
能
性
が
高
い
の
で

す
が
、
残
念
な
が
ら
、
創
業
当
初
の
経
緯

を
示
す
資
料
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、
池
田
倶
楽
部
に
至
っ
て
は
、
具
体
的

な
こ
と
は
ま
っ
た
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ど
ん
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
の
で
、
情
報

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
社
会
教
育
課
市
史
編
纂

（
蕁
７
５
３
・
２
９
０
４
）

座
」
を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
早
速
、
市
民

の
方
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
お
寄
せ

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
ず
は
こ
の
場
を
お

借
り
し
て
、
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

今
回
は
、
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
情
報
の
中

か
ら
、
一
枚
の
写
真
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

わ
ず
か
数
年
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
幻
の

春
日
座
の
全
景
が
写
さ
れ
た
、
大
変
貴
重

な
写
真
で
す
。

ま
ず
、
立
派
で
本
格
的
な
そ
の
姿
に
驚

か
さ
れ
ま
す
。
正
面
に
は
い
く
つ
も
の
花

輪
が
華
や
か
に
飾
ら
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
軒
先
に
は
か
な

り
の
量
の
お
酒
や
ビ
ー
ル
、
サ

イ
ダ
ー
な
ど
が
積
み
重
ね
ら
れ

て
い
ま
す
。
春
日
座
と
改
称
さ

れ
た
際
の
柿

こ
け
ら

落
と
し
の
様
子
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

撮
影
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
５
年

（
１
９
３
０
）
末
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

向
か
っ
て
右
手
側
が
入
場
口

の
よ
う
で
す
。
横
手
に
は
「
招

待
券
　
会
員
券
　
演
者
券
な
き

方
の
入
場
絶
対
御
断
」
と
い
う

紙
が
張
ら
れ
て
い
ま
す
。

軒
下
に
は
大
き
な
６
枚
ほ
ど

の
絵
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

歌
舞
伎
な
ど
を
題
材
に
し
た
も

の
の
よ
う
で
す
が
、
訪
れ
た
人

た
ち
は
、
こ
の
絵
を
見
上
げ
て
、

こ
れ
か
ら
始
ま
る
興
行
に
、
わ

前
々
号
で
、
昭
和
初
め
ご
ろ
、
現
在
の

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
辺
り
に
あ
っ
た
「
春
日

市史編纂だより⑲
さん

幻
の
春
日
座
②

蘇
よ
み
が
え

っ
た
あ
り
し
日
の
春
日
座

春
日
座
の
写
真

明
治
座
と
池
田
倶
楽
部


