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今
か
ら
ず
っ
と
昔
、
応
神
天
皇
の
頃
の
こ

と
。阿
知
使
主
と
都
加
使
主
の
父
子
は
、
天
皇

の
命
で
機
織
り
と
裁
縫
の
技
術
者
を
探
す
旅

に
出
た
。現
在
の
中
国
で
あ
る
呉
の
国
に
渡

り
、
５
年
も
の
長
旅
の
末
に
父
子
は
４
人
の

織
姫
た
ち
を
連
れ
帰
る
こ
と
に
成
功
。そ
の

頃
に
は
す
で
に
仁
徳
天
皇
の
時
代
と
な
っ
て

い
た
が
、応
神
天
皇
の
意
思
を
継
い
で
、池

田
の
地
に
も
呉
織
と
穴
織
と
い
う
織
姫

の
姉
妹
が
遣
わ
さ
れ
た
。２
人
は
織

殿
を
建
て
て
全
国
へ
機
織
り
や

染
色
の
技
術
を
広
げ
、こ
れ
が
日
本

の
衣
服
文
化
の
基
礎
と
な
っ
た
。姉
妹

は
生
涯
池
田
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。死

後
は
そ
の
功
績
が
讃
え
ら
れ
、呉
織
は
呉
服
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に
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づ
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「
く
れ
は
・
あ
や
は
伝
説
」

　
『
ク
レ
ハ
と
ア
ヤ
ハ
』の
主
人
公
は
、就
職
活
動

に
悩
む
池
田
市
出
身
の
大
学
生
。ふ
と
し
た
こ
と

か
ら
古
代
の
池
田
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
、織
姫

の
姉
妹
、ク
レ
ハ
姫
と
ア
ヤ
ハ
姫
と
の
出
会
い
を

通
じ
て
働
く
こ
と
の
意
味
を
見
つ
め
直
す
と
い

う
物
語
だ
。現
代
の
若
者
を
主
人
公
に
し
た
理
由

に
つ
い
て
、『
池
田
商
工
会
議
所
』の
振
興
常
任
委

員
会
委
員
長
で
あ
る
那
須
善
行
さ
ん
は「
織
姫
伝
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に
つ
い
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、『
池
田
商
工
会
議
所
』の
振
興
常
任
委

員
会
委
員
長
で
あ
る
那
須
善
行
さ
ん
は「
織
姫
伝

子
ど
も
た
ち
に

ま
ち
の
誇
り
を
伝
え
る

織
姫
伝
説

古
代
と
未
来
を
つ
な
ぐ
歴
史
ロ
マ
ン

猪
名
川
の
ほ
と
り
、
静
謐
な
神
社
、
人
の
行
き
交
う
街
角
。

伝
説
の
織
姫
た
ち
が
生
き
た
古
代
は
私
た
ち
の
暮
ら
す
今
へ
と
続
い
て
い
る
。

池
田
の
伝
承
を
お
さ
ら
い
す
る
と
と
も
に
、「
織
姫
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
地
域
活
性

化
に
取
り
組
む
『
池
田
商
工
会
議
所
』
振
興
常
任
委
員
会
を
取
材
し
た
。

神
社
、
穴
織
は
伊
居
太
神
社
の
祭
神
と
し
て
、

今
も
大
切
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
〝
池
田
の
織
姫
伝
説
〞
を
、
耳
に
し
た

こ
と
の
あ
る
人
は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。現
在
も
市
内
に
呉
服
町
、
綾
羽
と
い
っ
た

地
名
が
残
り
、
点
在
す
る
史
跡
か
ら
は
伝
説
の

面
影
が
垣
間
見
え
る
。ま
た
池
田
市
の
市
章
に

は
、
織
姫
た
ち
が
糸
を
染
め
る
水
を
汲
ん
だ

『
染
殿
井
』と
、
糸
巻
き
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い

る
。池
田
の
ル
ー
ツ
と
い
え
る
伝
承
な
の
だ
。

　

そ
ん
な
織
姫
伝
説
を
あ
ら
た
め
て
若
い
世

代
に
広
め
、
池
田
の
魅
力
を
知
っ
て
も
ら
お

う
と
、
伝
説
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
マ
ン
ガ
と

ア
ニ
メ
が
制
作
さ
れ
た
。『
ク
レ
ハ
と
ア
ヤ
ハ

織
姫
が
紡
ぐ
は
じ
ま
り
の
物
語
』（
以
下
、『
ク

レ
ハ
と
ア
ヤ
ハ
』）
だ
。企
画
・
制
作
を
担
当

し
た
５
人
の
メ
ン
バ
ー
に
話
を
聞
い
た
。

神
社
、
穴
織
は
伊
居
太
神
社
の
祭
神
と
し
て
、

今
も
大
切
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
〝
池
田
の
織
姫
伝
説
〞
を
、
耳
に
し
た

こ
と
の
あ
る
人
は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。現
在
も
市
内
に
呉
服
町
、
綾
羽
と
い
っ
た

地
名
が
残
り
、
点
在
す
る
史
跡
か
ら
は
伝
説
の

面
影
が
垣
間
見
え
る
。ま
た
池
田
市
の
市
章
に

は
、
織
姫
た
ち
が
糸
を
染
め
る
水
を
汲
ん
だ

『
染
殿
井
』と
、
糸
巻
き
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い

る
。池
田
の
ル
ー
ツ
と
い
え
る
伝
承
な
の
だ
。

　

そ
ん
な
織
姫
伝
説
を
あ
ら
た
め
て
若
い
世

代
に
広
め
、
池
田
の
魅
力
を
知
っ
て
も
ら
お

う
と
、
伝
説
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
マ
ン
ガ
と

ア
ニ
メ
が
制
作
さ
れ
た
。『
ク
レ
ハ
と
ア
ヤ
ハ

織
姫
が
紡
ぐ
は
じ
ま
り
の
物
語
』（
以
下
、『
ク

レ
ハ
と
ア
ヤ
ハ
』）
だ
。企
画
・
制
作
を
担
当

し
た
５
人
の
メ
ン
バ
ー
に
話
を
聞
い
た
。

説
の
文
献
は
、応
神
天
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の
時
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か
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８
０
０
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ほ
ど
後
に
書
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れ
て
い
る
。そ
れ
と
同
じ
よ
う

に
、
大
昔
の
伝
説
を
語
り
継
ぐ
だ
け
で
は
な
く
、

今
の
私
た
ち
に
よ
り
伝
わ
り
や
す
い
形
で
ア
レ

ン
ジ
し
た
か
っ
た
」と
話
す
。
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　 織姫たちが染色のための水
を汲んだとされる『染殿井』　
　 金色にたなびく布で織姫伝
説を表現した『衣被きの碑』　
　 妹の穴織、応神天皇、仁徳
天皇を祭神とする『伊居太神
社』、通称『上の宮さん』　  姉
の呉織と仁徳天皇を祭神とす
る『呉服神社』、通称『下の宮
さん』 　 『唐船が淵』は織姫た
ちが船で到着したと伝えられ
る場所 　  『星の宮』には、「呉
織と穴織が夜遅くまで機を
織っていると、天から降りて
きた 7 つの星が手元を照らし
た」という伝説が残っている
　  

古
代
の
伝
説
を

こ
れ
か
ら
の
物
語
へ

『クレハとアヤハ』チームにインタビュー

２人の織姫を紹介！

◀小学校 4～6 年生
を対象に、池田市の
小学校 10 校へマン
ガ 3,000 冊が寄贈さ
れた。『池田市役所』で
行われた寄贈式には
倉田 薫池田市長や田
渕和明教育長が出席

▶伝説を知ることで池田が
事始めのまちであることを
知ってほしいという願いを
込めて、『大阪教育大学附属
池田小学校』佐々木靖校長
（写真左）にマンガ500冊を
寄贈した。右は『池田商工会
議所』池田吉清副会頭

◀これから始まる『クレハとアヤハ』のキャ
ラクター活用に向け、和気あいあいと話し合
う企画メンバー。現在はコラボ商品のブラン
ドロゴとなるマークを試作中

▶「古代の伝説を新しい切り口で紹介で
きたのは、メンバーが自由に発言できる
チームだったおかげ」と三崎 望さん 企画メンバーの5人。左から松戸智雄さん、藤田祥子

さん、那須善行さん、三崎 望さん、釜渕優子さん

▲伝承とフィクションの融合から生き生きとした
物語が生まれた。小冊子のほか、電子書籍も配信中

　伊居太神社

アニメも
あります

巻
頭
特
集

あ
ち
の
お
み

く
れ
は
と
り

あ
や
は
と
り

く

つ
か
の
お
み

は
、
日
本
の
呉
服
の
発
祥
と
な
っ
た
織
姫
た
ち

の
仕
事
を
〝
事
始
め
〞
の
元
祖
と
位
置
づ
け

た
。「
古
代
か
ら
近
代
、
近
代
か
ら
将
来
を
つ
な

ぐ
、
池
田
の
魅
力
を
ま
と
め
あ
げ
た
作
品
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
」（
藤
田
祥
子
さ
ん
）。

　

メ
ン
バ
ー
は
企
画
か
ら
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ

イ
ン
、マ
ン
ガ
の
編
集
、ア
ニ
メ
の
演
出
に
も
取

り
組
み
、
初
体
験
と
な
る
仕
事
も
多
か
っ
た
と

い
う
。そ
れ
で
も
「
細
か
い
部
分
で
妥
協
し
な

い
、
本
気
度
の
高
い
メ
ン
バ
ー
」（
松
戸
智
雄
さ

ん
）
が
作
画
や
音
声
担
当
の
ス
タ
ッ
フ
と
や
り

取
り
を
重
ね
、
よ
う
や
く
完
成
し
た
。キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
デ
ザ
イ
ン
に
力
を
入
れ
た
と
い
う
池
田
市

出
身
の
釜
渕
優
子
さ
ん
は
「
以
前
か
ら
織
姫
伝

説
は
知
っ
て
い
た
も
の
の
、
歴
史
上
の
人
物
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。制
作
を
通
じ
て
と
て

も
愛
着
の
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
っ
た
の

で
、
み
な
さ
ん
に
愛
さ
れ
て
次
の
展
開
に
つ
な

が
れ
ば
」
と
語
る
。将
来
的
に
は
市
内
の
企
業
と

連
携
し
、
地
域
を
盛
り
上
げ
る
新
商
品
や
飲
食

店
の
新
メ
ニ
ュ
ー
を
開
発
予
定
だ
。
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品
や
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新
メ
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実
は『
ク
レ
ハ
と
ア
ヤ
ハ
』の
制
作
は
、『
池
田

商
工
会
議
所
』
の
振
興
常
任
委
員
会
が
進
め

る
「
織
姫
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
ひ
と
つ
。伝
承
活

動
や
、織
姫
伝
説
を
活
用
し
た
商
品
開
発
、創
業

促
進
、観
光
振
興
な
ど
の
分
野
で
市
内
の
事
業
者

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。７
月
３
日
に
は
、
池
田
市
内

の
小
学
校
に『
ク
レ
ハ
と
ア
ヤ
ハ
』の
マ
ン
ガ
を

寄
贈
し
た
。「
寄
贈
後
、孫
と
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
間
で
織
姫
伝
説
に
つ
い
て
語
り

合
っ
た
と
い
う
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。家
庭
の
会
話

の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
嬉
し
い
こ
と
」
と

『
池
田
商
工
会
議
所
』
の
専
務
理
事
・
中
田
博
之

さ
ん
。か
つ
て
は
学
校
や
地
域
の
大
人
か
ら
地
元

の
昔
話
を
聞
く
機
会
が
豊
富
だ
っ
た
が
、今
で
は

地
域
の
歴
史
や
伝
承
を
知
る
若
い
世
代
が
少
な

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。自
分
た
ち
の
住
む
ま
ち

を
知
る
、よ
い
き
っ
か
け
に
な
り
そ
う
だ
。『
池
田

商
工
会
議
所
』は
今
年
３
月
に
旅
行
業
免
許
を
取

得
。商
工
会
議
所
で
は
全
国
初
だ
と
い
う
。ツ
ー

リ
ズ
ム
に
重
点
を
置
き
、織
姫
伝
説
ゆ
か
り
の
ス

ポ
ッ
ト
巡
り
な
ど
池
田
の
歴
史
を
体
感
で
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