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蘆10：00～18：00 
蘆月・火曜日・祝日（11/３は開館）
蘆無料

蘆10：00～17：00 （入館は16：30 まで）
蘆月曜日（祝日の場合は翌日）
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、11/１貉・23豢
蘆200円（図書館は無料）

  市立歴史民俗
  資料館
 蕁751･3019

（財）逸翁美術館
 蕁751･3865

（財）阪急学園
   池田文庫
 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蘆特別展「池田氏と牡丹花肖柏」

☆記念講演会…「牡丹花肖柏と連歌の世界」
　帝塚山学院大学名誉教授・鶴崎裕雄さん
　　　　　（11／19豸14：00～、池田郷土史学会協賛）

～12/3豸

蘆秋季展「京の風雅―円山四条派と京焼―」

☆講演会…「応挙から呉春へ」
　美術史家・橋本綾子さん

　　
（11／25貍14：00～、13：00から座席券配布）

蘆宝塚歌劇と民俗芸能

☆講演会…宝塚の民俗芸能研究の歴史的意義
―「国民文化」と「地域文化」のはざまで―
　　　　　　　　　　　　　（11/18貍13:30、聴講500円）

～12/10豸

～12/3豸

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

猪
名
川
に
架
か
る
呉
服
橋
。
大
阪
府
と

兵
庫
県
と
を
つ
な
ぐ
こ
の
橋
に
は
、
毎
日

多
く
の
車
や
人
が
行
き
交
い
ま
す
。

江
戸
時
代
中
ご
ろ
か
ら
こ
の
場
所
に
は
、

た
び
た
び
仮
橋
が
架
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
が
本
格
的
な
大
橋
に
架
け
替
え
ら
れ

た
の
は
、
文
化
12
年
（
１
８
１
５
）
の
こ

と
で
し
た
。
橋
の
た
も
と
の
池
田
西
ノ
口

町
（
現
西
本
町
付
近
）
が
世
話
人
と
な
り
、

人
々
か
ら
寄
付
を
募
っ
て
架
橋
し
た
の
で

す
。
当
時
は
、
西
国
三
十
三
所
の
二
十
三

番
札
所
勝
尾
寺
（
箕
面
市
）
か
ら
二
十
四

番
札
所
中
山
寺
（
宝
塚
市
）
へ
の
順
路
の

橋
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
順
礼
橋
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
現
在
の
呉
服
橋
と
改
称
さ
れ
た

の
は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

明
治
11
年
（
１
８
７
８
）、
旧
家
の
日
記

に
「
呉
服
橋
」
の
名
が
初
め
て
登
場
し
ま

す
。
改
称
は
池
田
の
古
名
「
呉
服
の
里
」

に
ち
な
ん
だ
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
た

だ
、
日
記
で
は
か
な
り
後
ま
で
「
順
礼
橋
」

と
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
順
礼
橋
」

の
名
は
、
長
く
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
洪
水
で
流
さ
れ
る
た
び
に

寄
付
を
募
っ
て
再
興
さ
れ
て
き
た
呉
服
橋

で
す
が
、
や
が
て
、
税
金
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
15
年

（
１
８
８
２
）、
地
方
税
１
４
６
０
円
を
投

じ
て
架
け
替
え
ら
れ
ま
す
。
同
17
年
度
の

池
田
村
の
財
政
規
模
が
２
０
０
０
円
余
り

で
す
か
ら
、
橋
の
維
持
が
い
か
に
大
変
で

あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
ま
す
。
ち
な
み
に
、

こ
の
と
き
の
竣
工

し
ゆ
ん
こ
う

式
の
渡
り
初
め
は
、
豊

島
能
勢
郡
役
所
や
池
田
村
の
役
人
ら
に
学

校
の
生
徒
た
ち
も
加
わ
る
盛
大
な
も
の
で

し
た
。

し
か
し
、
木
橋
だ
っ
た
た
め
で
し
ょ
う

か
、
そ
の
後
も
何
度
か
流
さ
れ
、
特
に
同

29
年
（
１
８
９
６
）
の
大
洪
水
の
被
害
は

甚
大
で
、「
流
失
し
て
影
を
止
め
ず
」
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
紹
介
す
る
写
真
は
、
明
治
の
終
わ

り
か
ら
大
正
初
め
ご
ろ
の
呉
服
橋
の
絵
葉

書
で
す
。
上
の
写
真
に
は
、
そ
ぞ
ろ
歩
く

着
物
姿
の
人
々
、
端
正
に
組
ま
れ
た
木
製

の
欄
干
、
モ
ダ
ン
な
外
灯
、
は
る
か
遠
く

に
宝
塚
の
山
々
も
望
め
ま
す
。
ま
た
、
右

の
写
真
に
は
、
木
製
の
橋
脚
や
、
対
岸
に

「
呉
服
座
」
と
並
ぶ
規
模
を
誇
っ
た
芝
居

小
屋
「
川
西
座
」
な
ど
が
見
え
ま
す
。

ど
ち
ら
も
当
時
の
呉
服
橋
の
姿
を
知
る

貴
重
な
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
木
橋
の

時
代
は
、
そ
の
後
も
、
し
ば
ら
く
続
き
ま

し
た
。

問
い
合
わ
せ
＝
社
会
教
育
課
市
史
編
纂

（
城
山
町
３
―
45
、
城
山
勤
労
者
セ
ン
タ

ー
内
、
蕁
７
５
３
・
２
９
０
４
）

※
火
曜
・
祝
休
日
は
休
館
。

西
国
札
所
へ
の
橋

寄
付
金
か
ら
税
金
へ

絵
葉
書

は

が

き

に
な
っ
た
呉
服
橋

市史編纂だより
さん

22

橋
〜
呉
服
橋

く
れ
は
ば
し

①

池田側から見た呉服橋（箕面市総務課文書担当蔵）

川上から見た呉服橋（歴史民俗資料館蔵）
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れ
ま
し
た
。
肖
柏
が
築
い
た
文
化
の
礎
の

も
と
、
来
訪
す
る
文
人
た
ち
の
影
響
を
受

け
て
、
近
世
中
期
以
降
、
池
田
で
独
自
の

文
化
が
醸
成
さ
れ
ま
し
た
。

肖
柏
に
対
す
る
顕
彰
は
、
池
田
文
化
を

発
展
さ
せ
た
儒
学
者
・
田
中
桐
江

た
な
か
と
う
こ
う

に
よ
る

「
牡
丹
花
隠
君
遺
愛
碑
」
の
撰
文
か
ら
始

ま
り
ま
す
。

桐
江
は
、
寛
文
８
年
（
１
６
６
８
）
出

羽
庄
内
に
生
ま
れ
、
儒
学
を
も
っ
て
柳
沢

や
な
ぎ
さ
わ

吉
保

よ
し
や
す

に
仕
え
た
人
物
で
、
荻
生
徂
徠

お
ぎ
ゆ
う
そ
ら
い

と
の

あ
つ
い
親
交
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
正
徳
３
年
（
１
７
１
３
）
に
吉
保
の

奸
臣

か
ん
し
ん

を
斬
っ
た
こ
と
に
よ
り
江
戸
を
出
奔

し
、
享
保
９
年
（
１
７
２
４
）
か
ら
池
田

で
隠
棲

い
ん
せ
い

生
活
を
送
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

桐
江
の
も
と
に
は
多
く
の
好
学
の
士
が
集

い
、
桐
江
を
盟
主
と
す
る
漢
詩
文
の
結
社

「
呉
江
社

ご
こ
う
し
や

」
を
設
立
す
る
ま
で
に
な
り
ま

し
た
。

遺
愛
碑
の
建
立
は
、
元
文
５
年
（
１
７

４
０
）、
有
志
に
よ
る
肖
柏
顕
彰
の
運
動

を
受
け
て
、
桐
江
が
僧
・
元
政

げ
ん
せ
い

著
の
伝
記

集
『
扶
桑
隠
逸
伝

ふ
そ
う
い
ん
い
つ
で
ん

』
の
肖
柏
伝
を
参
照
し

て
撰
文
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
は

建
碑
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
60
年
の
年
月
を

経
て
書
家
・
荒
木
梅
閭

あ
ら
き
ば
い
ろ

に
よ
っ
て
達
成
さ

れ
ま
し
た
。

梅
閭
（
１
７
４
８
〜
１
８
１
７
）
は
、

池
田
の
酒
造
家
荒
木
家
の
出
身
で
す
。
書

家
と
し
て
多
く
の
作
品
を
残
し
て
お
り
、

兄
で
漢
詩
人
の
荒
木
李
谿

り
け
い

（
１
７
３
６
〜

１
８
０
７
）
と
と
も
に
最
盛
期
の
池
田
文

化
を
け
ん
引
し
た

人
物
で
す
。

梅
閭
は
、
同
志

と
語
ら
っ
て
、
桐

江
が
成
し
得
な
か

っ
た
肖
柏
遺
愛
碑

の
建
立
を
計
画
し
、

文
化
元
年
（
１
８
０
４
）、
桐
江
が
遺
し

た
撰
文
を
自
ら
の
筆
で
清
書
し
、
現
在
、

肖
柏
ゆ
か
り
の
大
広
寺
に
た
た
ず
む
碑
を

完
成
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
達
成
感
を

漢
詩
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
「
牡
丹
花
肖

柏
遺
愛
碑
五
律

ご
り
つ

」
で
す
。

文
政
９
年
（
１
８
２
６
）
４
月
４
日
、

肖
柏
の
三
百
年
忌
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
中

心
と
な
っ
た
の
が
、
国
学
者
・
山
川
正
宣

（
１
７
９
０
〜
１
８
６
３
）
で
す
。
参
加

者
は
一
人
三
首
ず
つ
和
歌
を
献
詠
し
、
そ

れ
を
巻
子

か
ん
す

に
仕
立
て
「
牡
丹
花
肖
柏
三
百

周
忌
懐
旧
和
歌

か
い
き
ゅ
う
わ
か

」
と
名
付
け
て
大
広
寺
に

奉
納
し
ま
し
た
。
こ
の
巻
子
は
池
田
市
指

定
文
化
財
と
し
て
現
在
も
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

正
宣
は
、
当
時
池
田
で
最
大
の
酒
造
家

大
和
屋
の
当
主
で
、
近
世
末
期
の
文
人
の

一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
宣
は
、

賀
茂
季
鷹

か
も
の
す
え
た
か

に
師
事
し
て
和
歌
、
国
学
を
修

め
、
大
和
薬
師
寺
に
あ
る
仏
足
石
歌
碑

ぶ
つ
そ
く
せ
き
か
ひ

に

関
す
る
論
考
『
仏
足
石
和
歌
集
解げ

』
や
神

武
天
皇
か
ら
平
城
天
皇
に
い
た
る
御
陵
に

関
す
る
『
山
陵
考
略

さ
ん
り
よ
う
こ
う
り
や
く

』
な
ど
を
著
し
て
い

ま
す
。

近
世
末
期
、
池
田
文
化
は
衰
退
の
途
を

ときの輝き

牡
丹
花
隠
君
遺
愛
碑
拓
本
（
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
）

前
回
、
池
田
氏
と
連
歌
の
関
係
に
つ
い

て
述
べ
ま
し
た
が
、
今
回
は
、
池
田
文
化

の
礎
を
築
い
た
牡
丹
花
肖
柏
の
事
績
が
、

ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
か
を
見

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

池
田
は
、
近
世
に
な
る
と
在
郷
町
と
し

て
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。
そ
の
発
展
を
支

え
た
の
は
、
良
質
の
米
と
水
を
用
い
て
生

産
さ
れ
た
池
田
酒
や
、
池
田
炭
の
名
で
呼

ば
れ
た
木
炭
な
ど
の
物
資
の
集
散
で
す
。

池
田
の
経
済
的
繁
栄
に
引
き
寄
せ
ら
れ

る
よ
う
に
多
く
の
文
人
た
ち
が
池
田
を
訪

近
世
に
お
け
る
池
田
文
化
の
発
展

牡
丹
花
隠
君
遺
愛
碑

い
ん
く
ん
い
あ
い
ひ

の
建
碑

山
川
正
宣

や
ま
か
わ
ま
さ
の
ぶ

と
肖
柏
三
百
年
忌

た
ど
り
は
じ
め
て
お
り
、
正
宣
は
肖
柏
か

ら
続
く
池
田
文
化
の
伝
統
を
守
り
た
い
と

い
う
強
い
思
い
か
ら
、
肖
柏
の
三
百
年
忌

を
大
々
的
に
行
っ
た
よ
う
で
す
。
懐
旧
和

歌
の
序
文
に
、
肖
柏
の
暮
ら
し
た
昔
を
忘

れ
ず
に
い
て
ほ
し
い
、
も
し
奉
納
し
た
懐

旧
和
歌
が
百
年
後
ま
で
残
っ
て
い
た
な
ら

ば
、
自
分
た
ち
の
思
い
を
含
め
て
、
肖
柏

の
顕
彰
を
行
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
述

べ
て
い
ま
す
。

正
宣
の
望
み
ど
お
り
、
近
代
に
入
っ
て

も
肖
柏
へ
の
顕
彰
が
継
続
し
て
行
わ
れ
ま

し
た
。
大
正
12
年
（
１
９
２
３
）
に
出
版

さ
れ
た
吉
田
鋭
雄

よ
し
だ
は
や
お

、
稲
束
猛

い
な
つ
か
た
け
し

の
共
著
『
池

田
人
物
誌
』
で
は
、
巻
頭
に
池
田
文
化
の

礎
を
築
い
た
人
物
と
し
て
肖
柏
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
15
年
（
１

９
２
６
）
の
肖
柏
の
四
百
年
忌
に
当
た
っ

て
は
、
大
広
寺
を
中
心
に
大
々
的
な
顕
彰

会
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
は
、

記
念
絵
は
が
き
の
発
行
や
歌
会
な
ど
が
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
池
田

文
化
の
発
展
に
寄
与
し
て
多
く
の
文
人
た

ち
は
、
こ
の
地
に
隠
棲
し
た
肖
柏
に
あ
つ

い
崇
敬
の
念
を
持
ち
続
け
て
い
た
の
で
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
歴
史
民
俗
資
料
館（
蕁
７

５
１
・
３
０
１
９
）

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

最 

終 

回

ぼ
　
　
た
　
ん
　
　
か
　
　
　
し
よ
う
　
は
　
く

牡丹花肖柏遺愛碑五律（歴史民俗資料館蔵）


