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広
報
ひ
ら
か
た
で
平
成

広
報
ひ
ら
か
た
で
平
成
2222
年
８
月
号
か
ら
連
載
中
の
「
写
真
で
見

年
８
月
号
か
ら
連
載
中
の
「
写
真
で
見

る
ひ
ら
か
た
今
昔
」
で
は
、
枚
方
市
内
で
撮
影
さ
れ
た
昔
の
写
真
を

る
ひ
ら
か
た
今
昔
」
で
は
、
枚
方
市
内
で
撮
影
さ
れ
た
昔
の
写
真
を

現
在
の
姿
と
比
較
し
な
が
ら
、
当
時
の
様
子
や
ま
ち
の
風
景
を
市
民

現
在
の
姿
と
比
較
し
な
が
ら
、
当
時
の
様
子
や
ま
ち
の
風
景
を
市
民

の
思
い
出
と
と
も
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
懐
か
し
い
ま
ち
並
み
を
は

の
思
い
出
と
と
も
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
懐
か
し
い
ま
ち
並
み
を
は

じ
め
、
稲
作
や
祭
り
と
い
っ
た
風
俗
な
ど
、
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を

じ
め
、
稲
作
や
祭
り
と
い
っ
た
風
俗
な
ど
、
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
記
録
ば
か
り
で
す
。

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
記
録
ば
か
り
で
す
。

枚
方
市
は
、
平
成

枚
方
市
は
、
平
成
2424
年
に
市
制
施
行

年
に
市
制
施
行
6565
周
年
を
迎
え
た
こ
と
を
記

周
年
を
迎
え
た
こ
と
を
記

念
し
、
こ
れ
ま
で
に
掲
載
し
た
記
事
を
一
冊
に
ま
と
め
ま
し
た
。
冊

念
し
、
こ
れ
ま
で
に
掲
載
し
た
記
事
を
一
冊
に
ま
と
め
ま
し
た
。
冊

子
を
通
し
て
市
が
た
ど
っ
て
き
た
歴
史
や
変
遷
に
思
い
を
は
せ
、
故

子
を
通
し
て
市
が
た
ど
っ
て
き
た
歴
史
や
変
遷
に
思
い
を
は
せ
、
故

郷
へ
の
愛
着
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
こ
れ
か
ら
も
市
民
の
皆

郷
へ
の
愛
着
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
こ
れ
か
ら
も
市
民
の
皆

さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
、
枚
方
の
未
来
を
築
い
て
い
き
た
い
と
考
え
て

さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
、
枚
方
の
未
来
を
築
い
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

　

平
成

　

平
成
2424
年年
1111
月月

枚　

方　

市

枚　

方　

市

懐
か
し
い
ま
ち
並
み
や
風
景
、人
々
の
暮
ら
し
…
。

枚
方
の
貴
重
な
変
遷
の
記
録
を
一
冊
に
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4 枚方大橋（昭和５年）
5 津田駅（昭和33年）
6 楠葉（昭和27年）
7 枚方市民病院（昭和27年頃）
8 ひらかた温泉（昭和10年代後半～20年代前半）
9 長尾大池（昭和45年）

10 香里団地（昭和33年）
11 枚方市駅（昭和30年前後）
12 中宮保育所（昭和27年）
13 ごみ収集（昭和27年）
14 天野川（昭和27年）
15 枚方まつり（昭和51年）
16 津田支所（昭和44年）
17 樟葉駅（昭和40年代前半）
18 枚方バイパス（国道１号）（昭和37年）
19 枚方警察署（昭和32年）
20 御殿山（明治30年代末～ 40年代初頭）
21 伊加賀（明治時代）
22 中宮映画劇場（昭和18年頃）
23 宮之阪（昭和29年）
24 大

お お が い と

垣内の稲作（昭和29年）
25 長尾駅（昭和40年頃）
26 くずはモール（昭和47年）
27 淀川（昭和34年）
28 年 表

目 　 次

※ この冊子は「広報ひらかた」平成22年８月号～24年９月号掲載の「写真で見るひらかた今昔」第１回
～第24回を掲載しています。時期や年齢など文中の表記は、一部を除き広報発行当時のものです。



今
か
ら
80
年
前
の
昭
和
５
年
10
月
10
日
、
枚
方

と
摂
津
三
島
方
面
を
結
ぶ
枚
方
大
橋
が
開
通
し
ま

し
た
。
当
時
は
、
大
阪
・
長
柄
橋
か
ら
京
都
・
御

幸
橋
間
の
淀
川
流
域
に
架
か
る
唯
一
の
橋
で
、
長

年
の
要
望
が
実
っ
た
地
元
の
歓
迎
ぶ
り
は
相
当
な

も
の
で
し
た
。
開
通
当
日
は
、
提
灯
行
列
や
お
で

ん
の
炊
き
出
し
な
ど
ま
ち
を
挙
げ
て
の
お
祭
り
騒

ぎ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。「
記
念
式
典
に
は
芸
子
さ

ん
も
来
て
、
華
や
か
で
し
た
よ
」。
地
元
の
幼
稚

園
に
通
っ
て
い
た
早
川
久
春
さ
ん
（
三
矢
町
・
86

歳
）
は
、
そ
の
日
の
に
ぎ
わ
い
を
今
で
も
覚
え
て

い
る
そ
う
で
す
。「
そ
れ
ま
で
は
高
槻
へ
の
渡
し

船
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
立
派
な
橋
が
で
き
た
の

が
嬉
し
ゅ
う
て
ね
。
開
通
し
て
か
ら
は
、
よ
く
兄

と
橋
を
渡
っ
て
は
高
槻
の
川
岸
へ
シ
ジ
ミ
採
り
に

行
っ
た
も
の
で
す
」
と
懐
か
し
く
思
い
出
を
語
り

ま
す
。

初
代
の
枚
方
大
橋
は
、
京
阪
電
鉄
の
宇
治
川
・

木
津
川
の
鉄
橋
架
け
替
え
の
際
に
、
府
が
古
鉄
橋

を
譲
り
受
け
て
造
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
長
さ

6
9
4
メ
ー
ト
ル
、
幅
６
・
６
４
メ
ー
ト
ル
で
、

淀
川
両
岸
を
結
ぶ
大
動
脈
の
役
割
を
果
た
し
、
枚

方
の
発
展
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
２
代
目

は
、
旧
橋
の
老
朽
化
と
交
通
量
の
増
加
の
た
め
昭

和
43
年
に
架
け
替
え
ら
れ
た
も
の
で
、
平
成
14
年

度
か
ら
18
年
度
に
か
け
て
耐
震
補
強
が
施
さ
れ
、

災
害
時
の
緊
急
輸
送
路
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
12
時
間
当
た
り
約
３
万
4
5
0
0
台
（
平
成

22
年
度
調
査
）
が
通
る
交
通
の
要
所
で
、
今
も
市

民
生
活
に
欠
か
せ
な
い
橋
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま

す
。

 

（
平
成
22
年
8
月
号
）

枚方の発展を支え、架橋80年を迎える

枚方大橋

▲国道170号の一部で、大阪の「外環状線」にもあたる現在の枚方大橋。

▲ 開通の日には、小学生による渡り初めなど盛大な祝賀行事
が開かれました。

▲古鉄橋を譲り受けて作られました（昭和５年）。
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明
治
31
年
４
月
12
日
、
津
田
駅
は
四
条
畷

－

長

尾
間
を
結
ぶ
新
し
い
鉄
道
の
駅
と
し
て
誕
生
し
ま

し
た
。
明
治
時
代
、
枚
方
か
ら
大
阪
へ
向
か
う
交

通
手
段
と
い
え
ば
淀
川
を
行
き
か
う
船
で
し
た

が
、
津
田
や
長
尾
の
人
に
と
っ
て
淀
川
は
遠
く
不

便
で
、
大
阪
へ
行
く
の
に
半
日
以
上
も
か
か
っ
て

い
ま
し
た
。
大
阪
と
奈
良
を
結
ぶ
鉄
道
の
計
画
が

持
ち
上
が
っ
た
の
を
機
に
津
田
・
菅
原
の
両
村
で

鉄
道
の
誘
致
運
動
が
起
こ
り
、
駅
の
用
地
を
鉄
道

会
社
に
寄
付
す
る
な
ど
住
民
の
熱
い
思
い
も
あ
っ

て
、現
在
の
Ｊ
Ｒ
片
町
線
（
学
研
都
市
線
）
の
ル
ー

ト
が
決
ま
り
ま
し
た
。
大
阪
市
内
へ
の
通
勤
に
津

田
駅
を
利
用
し
て
い
た
春
日
元
町
の
奥
田
一
雄
さ

ん
（
85
歳
）
は
、「
貨
物
の
引
き
込
み
線
に
河
内

そ
う
め
ん
の
木
箱
が
積
ま
れ
て
い
て
ね
。
駅
前
の

運
送
会
社
が
忙
し
そ
う
に
荷
物
を
運
ん
で
い
ま
し

た
よ
」
と
貨
物
輸
送
で
賑
わ
っ
て
い
た
頃
を
振
り

返
り
ま
す
。
戦
時
中
は
禁
野
火
薬
庫
か
ら
津
田
駅

ま
で
軍
用
鉄
道
が
敷
か
れ
、
大
量
の
弾
薬
が
戦
地

に
向
け
て
運
ば
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

片
町
線
に
は
、
昭
和
25
年
の
電
化
後
も
し
ば
ら

く
蒸
気
機
関
車
が
走
っ
て
い
ま
し
た
。「
窓
を
開

け
た
ら
煙
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
て
服
は
す
ぐ

真
っ
黒
。
で
も
大
阪
か
ら
枚
方
に
入
る
と
空
気
が

涼
し
く
感
じ
ら
れ
て
ね
。
家
に
帰
っ
て
き
た
な
っ

て
嬉
し
く
な
っ
た
も
の
で
す
よ
」
と
奥
田
さ
ん
は

懐
か
し
そ
う
に
話
し
ま
す
。
片
町
線
は
昭
和
54
年

に
四
条
畷

－

長
尾
間
が
複
線
化
さ
れ
、
平
成
９
年

に
は
東
西
線
の
開
通
に
よ
り
神
戸
や
宝
塚
へ
の
ア

ク
セ
ス
も
便
利
に
。
津
田
駅
の
利
用
者
は
一
日
平

均
約
１
万
2
0
0
0
人
（
平
成
21
年
度
）
を
数
え
、

開
業
か
ら
1
1
2
年
を
迎
え
た
現
在
も
東
部
市
民

の
重
要
な
足
と
し
て
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。

 

（
平
成
22
年
９
月
号
）

河内そうめんも弾薬も運んだ、東部市民の足

津田駅

▲昭和33年当時の２代目駅舎。春にはホーム上の桜並木がきれいな花を咲かせていました。

▲現在の駅舎は３代目。１日に上下約160本の列車が行きかいます。
▲ まだ田園が広がる津田－長尾間で貨物列車を引く蒸気機関車
（昭和33年）。
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の
ど
か
な
田
園
地
帯
で
輪
に
な
っ
て
遊
ぶ
子
ど

も
た
ち
。
今
か
ら
58
年
前
、
南
楠
葉
２
丁
目
の
楠

葉
託
児
所
に
通
う
子
ど
も
た
ち
が
、
樟
葉
小
学
校

付
近
の
田
ん
ぼ
で
お
遊
戯
を
す
る
様
子
を
撮
影
し

た
も
の
で
す
。
当
時
、
田
植
え
で
忙
し
い
農
家
を

助
け
る
た
め
、
お
寺
や
地
域
の
人
た
ち
に
よ
っ
て

「
農
繁
期
託
児
所
」
が
市
内
各
所
に
設
置
さ
れ
て

い
ま
し
た
。「
お
遊
戯
の
ほ
か
に
も
花
摘
み
や
虫

捕
り
を
し
た
も
の
で
す
」
と
、
託
児
所
に
通
っ
て

い
た
楠
葉
野
田
３
丁
目
の
樋
口
和
代
さ
ん（
63
歳
）

は
懐
か
し
そ
う
に
話
し
ま
す
。
樋
口
さ
ん
は
今
、

楠
葉
託
児
所
を
受
け
継
ぐ
「
楠
葉
保
育
園
」（
写

真
右
下
）
の
園
長
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長

を
見
守
っ
て
い
ま
す
。

写
真
が
撮
影
さ
れ
た
昭
和
27
年
、
現
在
の
樟
葉

駅
前
に
は
葦
原
の
湿
地
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

当
時
か
ら
楠
葉
に
住
む
80
代
の
男
性
は
「
晴
れ
た

日
に
は
エ
ビ
や
ド
ジ
ョ
ウ
を
捕
る
人
が
訪
れ
ま
し

た
が
、
い
っ
た
ん
雨
が
降
る
と
一
面
は
広
大
な
池

の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
言
い
ま
す
。
水
は
け

の
悪
さ
か
ら
宅
地
化
は
進
ま
ず
、
今
よ
り
や
や
北

側
に
あ
っ
た
樟
葉
駅
は
乗
降
客
の
少
な
い
閑
散
と

し
た
駅
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
高
度
経
済

成
長
に
よ
り
住
宅
地
需
要
が
増
え
つ
つ
あ
っ
た
昭

和
42
年
、
京
阪
電
鉄
が
「
く
ず
は
ロ
ー
ズ
タ
ウ

ン
」
の
造
成
を
ス
タ
ー
ト
。
京
阪
電
鉄
で
初
め
て

自
動
改
札
機
を
設
え
た
新
し
い
樟
葉
駅
や
、
広
域

型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー「
く
ず
は
モ
ー
ル
街
」

を
は
じ
め
、
公
園
、
学
校
、
病
院
な
ど
が
計
画
的

に
整
備
さ
れ
、急
速
に
都
市
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

５
年
前
の
再
開
発
を
経
た
楠
葉
は
今
、
活
気
あ
る

住
宅
都
市
と
し
て
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
22
年
10
月
号
）

田園地帯から活気ある住宅都市へと変貌した

楠  葉

▲ 当時の楠葉託児所の建物を今も利用する
楠葉保育園。園内には昔と変わらず子ど
もたちの元気な声が響きます。

▲ 樟葉小学校の屋上から東側を撮影。中央の木々は鏡伝池がある市民の森。男山丘陵は男山団地
に姿を変えています。

▲ 一面に広がる田んぼの中で遊ぶ楠葉託児所の子どもたち（昭和27年）。
右上の木立ちは鏡伝池付近、奥の山並みは男山丘陵と考えられます。
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枚
方
市
民
病
院
は
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
60
年
前

の
昭
和
25
年
４
月
15
日
、
陸
軍
禁
野
火
薬
庫
の
跡

地
に
誕
生
し
ま
し
た
。
内
科
・
外
科
の
み
で
病
床

数
26
、
医
師
と
職
員
合
わ
せ
て
わ
ず
か
21
人
の
ス

タ
ー
ト
で
し
た
が
、
つ
ら
い
戦
争
を
体
験
し
た
市

民
に
と
っ
て
、
爆
弾
を
作
っ
て
い
た
場
所
か
ら
人

の
生
命
を
守
る
場
所
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
市
民
病

院
の
存
在
は
、
大
き
な
安
心
感
を
与
え
る
も
の
で

し
た
。

開
院
当
初
、
病
棟
の
一
部
は
旧
陸
軍
の
建
物
を

改
装
し
て
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
冬
は
木
造
の
病

室
を
冷
た
い
す
き
間
風
が
吹
き
抜
け
、
大
雨
の
と

き
は
雨
漏
り
も
。
昭
和
31
年
か
ら
看
護
師
と
し
て

勤
務
し
、
最
後
は
総
看
護
師
長
を
務
め
た
亀
井
愛

子
さ
ん
（
76
歳
）
は
、「
泊
ま
り
込
み
で
バ
ケ
ツ

を
持
っ
て
走
り
回
り
ま
し
た
」
と
当
時
を
振
り
返

り
ま
す
。
ま
だ
医
療
や
設
備
が
大
き
く
進
歩
す
る

以
前
の
こ
と
で
、
看
護
は
二
交
代
制
。
夜
勤
は
一

人
で
担
当
し
た
た
め
、
夜
中
の
検
査
と
も
な
る
と

休
憩
も
と
れ
な
い
忙
し
さ
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
人
の
命
を
預
か
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
で
夢
中

で
し
た
」。

市
民
病
院
は
昭
和
34
年
に
総
合
病
院
の
指
定
を

受
け
、
地
域
の
基
幹
病
院
と
し
て
市
民
に
幅
広
く

医
療
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
が
、
昭
和
37
年
に
建

て
替
え
ら
れ
た
現
在
の
建
物
も
老
朽
化
が
目
立
っ

て
き
ま
し
た
。
現
在
、
平
成
26
年
度
の
完
成
を
目

指
し
、
７
階
建
て
・
病
床
数
3
3
5
の
新
病
院
の

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
多
様
な
診
療
に
対
応
で

き
る
地
域
の
中
核
病
院
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
市

民
の
健
康
を
守
り
続
け
て
い
き
ま
す
。

 

（
平
成
22
年
11
月
号
）

開院から60年、市民の健康を守り続ける

枚方市民病院

▲ 昭和27年ごろの市民病院（正面）。病棟の一部は旧陸軍禁野火薬庫の建物を利用していました。

▲ 

新
病
院
の
イ
メ
ー
ジ
。
平
成
26
年
度
の
完
成

を
目
指
し
ま
す
。

▲ 

現
在
の
市
民
病
院
（
正
面
玄
関
）。
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枚
方
公
園
駅
東
側
の
坂
を
登
っ
て
す
ぐ
の
丘
に

あ
っ
た
「
ひ
ら
か
た
温
泉
」
は
、
旅
館
や
浴
場
、

料
亭
、
カ
フ
ェ
、
遊
戯
場
、
芝
居
小
屋
ま
で
備
え

た
一
大
レ
ジ
ャ
ー
施
設
で
し
た
。
周
辺
の
企
業
や

市
民
が
宴
会
な
ど
で
利
用
し
た
ほ
か
、
枚
方
パ
ー

ク
の
大
菊
人
形
展
が
開
か
れ
る
秋
に
は
、
各
地

か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
し
た
。「
バ
ス
で

や
っ
て
き
た
お
客
さ
ん
が
菊
人
形
を
見
た
後
、
う

ち
で
食
事
を
し
て
お
風
呂
に
入
る
の
が
定
番
で
し

た
ね
」。
経
営
者
だ
っ
た
井
上
久
一
さ
ん
（
81
歳
）

は
語
り
ま
す
。
ひ
ら
か
た
温
泉
は
、
大
正
時
代
に

設
け
ら
れ
た
療
養
所
の
土
地
2
0
0
0
坪
を
井
上

さ
ん
の
祖
父
が
購
入
し
、
昭
和
の
初
め
ご
ろ
に

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
写
真
を
元
に
描
か
れ
た
全

景
図
（
上
図
）
に
は
、
中
央
に
煙
突
の
見
え
る
浴

場
、
そ
の
左
に
旅
館
、
右
手
に
芝
居
小
屋
を
経
て

映
画
館
と
な
っ
た
建
物
な
ど
が
描
か
れ
、
規
模
の

大
き
さ
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

昭
和
27
年
、「
昭
和
の
大
女
優
」
田
中
絹
代
と
、

「
世
界
の
ミ
フ
ネ
」
こ
と
三
船
敏
郎
が
こ
こ
を
訪

れ
ま
し
た
。
枚
方
パ
ー
ク
で
溝
口
健
二
監
督
の
映

画
「
西
鶴
一
代
女
」
の
撮
影
が
行
わ
れ
て
い
た
と

き
の
こ
と
で
す
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
た
の
は
、

当
時
ま
だ
学
生
だ
っ
た
井
上
さ
ん
。「
三
船
さ
ん

は
『
一
緒
に
飲
み
ま
し
ょ
う
』
と
誘
っ
て
く
れ
る

気
さ
く
な
人
柄
。
田
中
さ
ん
は
背
筋
を
ス
ッ
と
伸

ば
し
、
い
か
に
も
大
女
優
と
い
う
風
格
で
し
た
」

と
懐
か
し
そ
う
に
話
し
ま
す
。

平
成
３
年
、
ひ
ら
か
た
温
泉
は
約
70
年
の
歴
史

に
幕
を
閉
じ
、
跡
地
は
マ
ン
シ
ョ
ン
や
駐
車
場
と

な
り
ま
し
た
。

 

（
平
成
23
年
１
月
号
）

銀幕スターも訪れた一大レジャー施設

ひらかた温泉

▲ ひらかた温泉玄関先の田中絹代と三船敏郎（昭和27年）。▲ 正面のマンションの辺りにひらかた温泉がありました。

▲ 昭和10年代後半から20年代前半ごろのひらかた温泉の全景を描いた絵。
左後方には枚方大橋と淀川が望めます（意賀美神社蔵）。
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江
戸
時
代
か
ら
北
河
内
で
は
、
農
業
用
の
た
め

池
に
コ
イ
や
フ
ナ
、
ウ
ナ
ギ
な
ど
を
放
流
し
て
養

殖
し
、
水
を
抜
い
て
池
を
さ
ら
っ
た
時
に
捕
ま
え

る
「
雑
魚
捕
り
」
と
い
う
行
事
が
盛
ん
で
し
た
。

捕
れ
た
魚
は
、洗
い
や
甘
露
煮
に
し
て
食
べ
た
り
、

売
っ
て
村
の
収
入
に
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
前
期
に
築
造
さ
れ
た
長
尾
大
池
で
も

古
く
よ
り
雑
魚
捕
り
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
干
ば
つ
な
ど
で

水
位
が
下
が
っ
た
年
に
だ
け
行
わ
れ
た
た
め
、
10

年
、15
年
に
１
度
の
一
大
行
事
と
な
り
ま
し
た
が
、

大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
大
勢
の
人
た
ち
で
に
ぎ
わ

い
ま
し
た
。
写
真
は
今
か
ら
約
40
年
前
の
雑
魚
捕

り
の
様
子
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
長
尾
で
農
業

を
営
む
分
林
正
明
さ
ん
（
77
歳
）
も
中
学
生
の
頃

に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
大
池
の
雑
魚

捕
り
は
地
元
の
人
に
と
っ
て
お
祭
り
の
よ
う
な
も

の
で
し
た
。
み
ん
な
が
何
カ
月
も
前
か
ら
道
具
を

作
っ
て
準
備
し
、心
待
ち
に
し
て
い
た
も
の
で
す
。

５
㎏
を
超
え
る
コ
イ
も
捕
ま
え
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
よ
」
と
懐
か
し
く
語
り
ま
す
。
ま
た
、
農
業
用

水
が
不
足
し
た
時
は
雑
魚
捕
り
が
終
わ
っ
た
後
の

残
り
水
を
「
銭ぜ

に
み
ず水
」
と
し
て
売
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。今

も
地
域
の
水
田
に
水
を
供
給
し
続
け
る
長
尾

大
池
で
す
が
、
現
在
で
は
当
時
の
よ
う
な
雑
魚
捕

り
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
水
鳥
が
羽
を
休
め
る
場

所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
護
岸
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

整
備
さ
れ
、
池
の
ほ
と
り
の
木
々
だ
け
が
、
昔
と

変
わ
ら
ず
水
面
を
吹
く
風
に
揺
れ
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
23
年
２
月
号
）

地域こぞって「雑
じ ゃ こ

魚捕り」を楽しんだ

長尾大池

▲ 長尾大池で雑魚捕りを楽しむ住民たち（昭和45年）。

▲ 池の周辺には住宅が立ち並びます。
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台
所
と
言
え
ば
土
間
が
主
流
で
あ
っ
た
昭
和
30

年
代
、
ス
テ
ン
レ
ス
の
流
し
台
や
水
洗
ト
イ
レ
・

ガ
ス
風
呂
と
い
っ
た
最
新
設
備
を
備
え
た
団
地
は

庶
民
の
憧
れ
で
、「
団
地
族
」
と
い
う
流
行
語
も

生
ま
れ
ま
し
た
。

旧
陸
軍
の
火
薬
製
造
所
が
あ
っ
た
場
所
に
日
本

住
宅
公
団
が
昭
和
31
年
か
ら
開
発
を
始
め
た
香

里
団
地
は
、
総
面
積
1
3
9
万
平
方
メ
ー
ト
ル
、

5
2
1
4
戸
の
規
模
を
誇
り
、
団
地
内
に
、
市
役

所
の
支
所
、
郵
便
局
、
診
療
所
、
市
場
な
ど
生
活

に
密
着
し
た
施
設
や
広
い
緑
地
が
あ
る
郊
外
型
団

地
の
モ
デ
ル
と
な
り
ま
し
た
。

「
東
洋
一
の
マ
ン
モ
ス
団
地
」
と
し
て
注
目
さ

れ
、
昭
和
37
年
に
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
弟
で

当
時
の
司
法
長
官
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
夫
妻
も

視
察
に
訪
れ
ま
し
た
。
夫
妻
は
開
成
小
学
校
を
訪

問
し
、
に
こ
や
か
に
子
ど
も
た
ち
の
握
手
に
応
じ

ま
し
た
。
当
時
同
校
で
教
師
を
し
て
い
た
三
好
園

子
さ
ん
（
80
歳
・
茄
子
作
在
住
）
は
、「
報
道
陣

が
た
く
さ
ん
来
て
大
騒
ぎ
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち

の
米
国
国
歌
の
演
奏
に
直
立
不
動
で
胸
に
手
を
当

て
て
い
る
姿
を
見
て
、
真
摯
な
姿
勢
を
感
じ
ま
し

た
」
と
印
象
を
語
り
ま
す
。

か
つ
て
火
薬
工
場
が
あ
っ
た
香
里
の
地
に
団
地

が
誕
生
し
た
の
は
、
平
和
を
願
う
市
民
の
運
動
が

実
っ
た
か
ら
で
す
。完
成
か
ら
約
半
世
紀
が
経
ち
、

一
部
建
物
が
建
て
替
え
ら
れ
る
な
ど
少
し
ず
つ
変

わ
っ
て
き
た
香
里
団
地
で
す
が
、今
も
こ
こ
で
は
、

子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
が
広
々
と
し
た
公
園

に
楽
し
そ
う
に
集
い
、
平
和
な
生
活
を
営
ん
で
い

ま
す
。

 

（
平
成
23
年
３
月
号
）

「東洋一」と言われ、ケネディの弟も訪れた

香里団地

▲ 入居が始まった香里団地（昭和33年）。

▲

建
て
替
え
ら
れ
高
層
化
し
た
団
地
。

▲
 

米
国
司
法
長
官
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
夫
妻

も
訪
れ
ま
し
た
（
昭
和
37
年
）。
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都
会
的
で
開
放
的
な
駅
舎
と
広
い
駅
前
広
場
を

持
つ
京
阪
・
枚
方
市
駅
は
、
今
か
ら
1
0
1
年
前

の
明
治
43
年
、
京
阪
電
車
の
開
通
と
と
も
に
「
枚

方
東
口
駅
」
と
し
て
開
設
さ
れ
、
昭
和
24
年
に
現

在
の
駅
名
と
な
り
ま
し
た
。

枚
方
市
駅
は
昔
か
ら
京
阪
線
有
数
の
乗
降
客
の

多
い
駅
で
、「
乗
り
降
り
に
時
間
が
か
か
り
、
満

員
の
電
車
は
ブ
レ
ー
キ
も
効
き
に
く
く
な
る
の

で
、
枚
方
市
駅
に
さ
し
か
か
る
と
き
に
は
一
層
気

を
引
き
締
め
て
い
ま
し
た
」
と
、
昭
和
34
年
に
京

阪
電
鉄
に
入
社
し
、
運
転
士
も
務
め
た
松
島
志
朗

さ
ん
（
74
歳
）
は
話
し
ま
す
。
市
駅
近
く
で
生
ま

れ
育
っ
た
松
島
さ
ん
は
「
駅
の
南
側
は
低
い
木
造

家
屋
が
建
ち
並
ん
で
雑
然
と
し
て
い
ま
し
た
。
北

側
に
は
岡
本
町
商
店
街
が
あ
っ
て
、
親
に
連
れ
ら

れ
て
よ
く
買
い
物
に
行
っ
た
も
の
で
す
」
と
振
り

返
り
ま
す
。
ま
だ
駅
は
高
架
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、

西
側
に
は
『
開
か
ず
の
踏
切
』
で
有
名
な
踏
切
が

あ
り
ま
し
た
。「
私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
手
動
で
、

電
車
が
近
付
く
と
踏
切
番
の
人
が
笛
を
吹
き
な
が

ら
手
で
降
ろ
し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
」
と

話
し
ま
す
。

市
の
人
口
が
増
え
て
市
駅
の
乗
降
客
も
急
増
し

て
き
た
昭
和
40
年
代
、
ラ
ッ
シ
ュ
時
の
ホ
ー
ム
は

人
で
溢
れ
返
り
、
駅
の
拡
大
や
駅
前
整
備
が
急
務

と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
47
年
に
駅
前
広

場
の
再
開
発
が
、
昭
和
53
年
に
は
高
架
化
工
事
が

ス
タ
ー
ト
。
長
い
年
月
を
経
て
、
平
成
５
年
に
市

の
玄
関
口
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
駅
が
完
成
し
ま
し

た
。
高
架
下
や
駅
中
で
グ
ル
メ
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

が
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
人
で
に
ぎ

わ
っ
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
23
年
４
月
号
）

まちとともに発展した市の玄関口

枚方市駅

▲ 枚方市駅南口（昭和30年前後）。一日の乗降客は約２万人。手前の車は客待ちのタクシーです。

▲ 混雑するホーム（昭和44年）。

▲ 

一
日
利
用
者
９
万
人
を
超
え
、
京
阪
線
で
は

京
橋
・
淀
屋
橋
に
次
ぐ
乗
降
客
を
誇
り
ま
す
。
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中
宮
保
育
所
は
昭
和
24
年
５
月
、
枚
方
初
の
公

立
常
設
保
育
所
と
し
て
旧
陸
軍
禁
野
火
薬
庫
の
一

部
を
転
用
す
る
形
で
、
現
在
の
中
宮
北
町
に
開
設

さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
の
混
乱
期
だ
っ
た
当
時
、
戦

争
で
父
親
を
失
っ
た
母
子
家
庭
を
支
援
す
る
た
め

に
も
保
育
所
の
建
設
は
急
務
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

開
設
時
の
建
物
は
弾
薬
を
運
ぶ
た
め
に
津
田
駅
ま

で
敷
か
れ
て
い
た
軍
用
鉄
道
の
駅
舎
を
そ
の
ま
ま

利
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
窓
は
高
く
保
育
に
は

あ
ま
り
適
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

定
員
は
３
歳
か
ら
５
歳
児
ま
で
の
1
0
0
人
と

決
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
時
に
は
そ
れ
以
下
の
年

齢
の
子
ど
も
も
面
倒
を
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

と
に
か
く
困
っ
て
い
る
人
の
子
ど
も
は
す
べ
て
引

き
受
け
よ
う
と
い
う
風
潮
で
し
た
。
昭
和
30
年
代

か
ら
保
育
士
と
し
て
働
い
て
い
た
女
性
は
、
先
輩

保
育
士
か
ら
開
設
当
時
の
大
変
だ
っ
た
様
子
を
よ

く
聞
い
て
い
ま
し
た
。「
戦
後
の
大
変
な
時
期
だ
っ

た
の
で
人
手
や
物
資
は
不
足
し
て
お
り
、
保
育
士
た

ち
は
み
ん
な
休
む
暇
な
く
働
い
て
い
ま
し
た
。
給
食

用
の
野
菜
を
八
百
屋
さ
ん
や
農
家
に
差
し
入
れ
し

て
も
ら
う
な
ど
、
地
域
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
必
死
に

運
営
し
て
い
た
そ
う
で
す
」
と
当
時
の
様
子
を
語

り
ま
す
。
大
変
な
時
代
で
し
た
が
、
保
育
士
た
ち

は
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
そ
う
に
遊
ん
だ
り
歌
っ
た

り
す
る
元
気
な
姿
を
励
み
に
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
。

中
宮
保
育
所
は
昭
和
33
年
に
中
宮
公
園
の
南
側

に
移
転
し
、
昭
和
49
年
に
は
現
在
の
中
宮
山
戸
町

に
移
り
ま
し
た
。
鉄
骨
平
屋
建
て
で
遊
戯
室
や
園

庭
、
子
ど
も
用
の
プ
ー
ル
な
ど
を
備
え
る
現
在
の

施
設
に
は
０
歳
か
ら
５
歳
児
ま
で
の
1
0
3
人
が

通
っ
て
お
り
、
今
も
昔
と
変
わ
ら
ず
外
で
遊
ぶ
子

ど
も
た
ち
の
元
気
な
声
が
響
き
渡
っ
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
23
年
５
月
号
）

戦後復興のなか地域とともに子どもを育んだ

中宮保育所

▲ 昭和24年の開設当時に建っていた場所。現在はマンションに姿を
変えています。右側のマンション（北端部分）が中宮保育所でした。

▲ 懐かしい木製遊具で遊ぶ子どもたち（昭和27年）。右手前の建物が当時の中宮保育所。

▲ 

３
代
目
と
な
る
現
在
の
中
宮
保
育
所
。
ジ
ャ
ン

グ
ル
ジ
ム
は
子
ど
も
た
ち
に
人
気
の
遊
具
で
す
。
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現
在
の
よ
う
な
市
に
よ
る
定
期
的
な
ご
み
収
集

が
始
ま
っ
た
の
は
、
戦
後
間
も
な
い
昭
和
23
年
９

月
の
こ
と
。
地
域
は
枚
方
小
学
校
区
（
当
時
）
の

み
と
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
市
内
全
域

へ
と
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
当
初
は
「
肩
引
き

車
」
と
呼
ば
れ
る
人
力
車
の
み
で
し
た
が
、
能
率

を
上
げ
る
た
め
に
３
輪
ト
ラ
ッ
ク
を
導
入
し
、
さ

ら
に
３
輪
ダ
ン
プ
カ
ー
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
昭
和
43
年
か
ら
収
集
業
務
を
し
て
い
る

60
代
の
男
性
は
「
ハ
ン
ド
ル
を
切
る
と
運
転
席
が

ガ
ク
ッ
と
傾
い
て
何
度
も
頭
を
ぶ
つ
け
ま
し
た
」

と
懐
か
し
そ
う
に
振
り
返
り
ま
す
。
当
時
は
週
１

回
、
各
家
庭
の
玄
関
先
を
一
軒
ず
つ
回
る
戸
別
収

集
で
、「
ご
み
を
集
め
る
た
め
の
大
き
な
か
ご
を

紐
で
引
っ
張
り
な
が
ら
歩
き
、
鐘
を
カ
ラ
ン
カ
ラ

ン
と
鳴
ら
し
て
収
集
に
来
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い

ま
し
た
」。
分
別
と
い
う
考
え
方
は
ま
だ
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
ご
み
が
一
緒
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
か

ご
の
重
さ
は
相
当
な
も
の
で
し
た
。「
ダ
ン
プ
カ
ー

に
積
め
ば
積
む
ほ
ど
か
さ
高
く
な
る
の
で
、
荷
台

の
一
番
上
に
積
む
の
が
重
く
て
大
変
で
ね
」。
そ

れ
で
も
、
夏
の
暑
い
と
き
に
タ
オ
ル
を
差
し
出
し

て
く
れ
た
り
お
茶
を
用
意
し
て
く
れ
た
り
と
、
市

民
の
感
謝
の
気
持
ち
に
癒
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

３
輪
ダ
ン
プ
カ
ー
は
、
昭
和
40
年
代
に
入
る
と

回
転
板
で
ご
み
を
圧
縮
し
て
大
量
に
収
集
す
る

パ
ッ
カ
ー
車
へ
と
徐
々
に
入
れ
替
え
ら
れ
、
戸
別

収
集
も
、
人
口
増
加
に
対
応
す
る
た
め
昭
和
53
年

か
ら
現
在
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
と
な
り
ま

し
た
。
ビ
ン
や
ガ
ラ
ス
、
空
き
缶
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
な
ど
の
分
別
も
進
み
、
ご
み
収
集
は
市
民
の
快

適
な
暮
ら
し
を
支
え
続
け
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
23
年
６
月
号
）

市民の快適な暮らしを支える

ごみ収集

▲ 昭和27年10月、「秋の清掃週間」で旧市役所前（現在のサンプラザ１号館付近）に勢揃いした肩引き車（写真上）と３輪トラック（同下）。

▲ 

約
60
台
の
パ
ッ
カ
ー
車
が
週
２
回
、
市
内
全

域
を
回
っ
て
家
庭
ご
み
を
収
集
し
て
い
ま
す
。
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水
源
の
生
駒
山
地
か
ら
、
枚
方
市
域
を
横
断
し

て
淀
川
へ
と
流
れ
込
む
天
野
川
。
名
前
の
由
来
は

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
平
安
時
代
の
歌
人
・
在

原
業
平
が
枚
方
を
訪
れ
た
際
、
川
の
名
前
を
七
夕

伝
説
に
な
ぞ
ら
え
「
狩
り
暮
ら
し　

た
な
ば
た
つ

め
に
宿
借
ら
む　

天
の
河
原
に
我
は
来
に
け
り

（
狩
を
し
て
い
た
ら
日
が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。
今

夜
は
織
姫
様
に
宿
を
借
り
よ
う
。
私
は
天
の
川
に

来
た
の
だ
か
ら
）」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
古
今
和

歌
集
や
伊
勢
物
語
で
こ
の
句
を
知
っ
た
平
安
貴
族

は
、
七
夕
伝
説
に
想
い
を
は
せ
て
い
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

「
堤
防
沿
い
の
道
路
は
未
舗
装
で
、
そ
の
周
囲

は
延
々
と
田
ん
ぼ
が
続
い
て
い
ま
し
た
」
と
話
す

の
は
、
昭
和
27
年
か
ら
約
40
年
間
市
内
で
教
師
を

し
て
い
た
林
和
明
さ
ん
（
81
歳
）。
昭
和
32
年
秋
、

顧
問
と
し
て
第
一
中
学
校
の
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ

ル
部
を
引
率
し
、
自
転
車
に
乗
っ
て
川
沿
い
に
交

野
の
磐
船
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
た
こ
と
を
懐
か
し
そ

う
に
振
り
返
り
ま
す
。「
自
転
車
に
ま
だ
市
税
が

か
か
っ
て
い
る
時
代
の
こ
と
で
す
。
車
も
通
ら
な

い
の
ど
か
な
中
を
ゆ
っ
く
り
と
進
み
ま
し
た
よ
」。

田
園
が
広
が
っ
て
い
た
風
景
は
、
開
発
が
進
み

変
貌
を
遂
げ
ま
し
た
。
昭
和
30
年
代
頃
ま
で
は
工

事
に
伴
う
土
砂
を
ト
ロ
ッ
コ
で
運
ぶ
光
景
が
各
地

で
見
ら
れ
、
天
野
川
に
も
田
宮
辺
り
か
ら
淀
川
と

の
合
流
地
点
ま
で
、
河
川
敷
に
沿
っ
て
線
路
が
敷

か
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
河
川
敷
に
は
遊
歩
道

が
整
備
さ
れ
、
毎
年
７
月
に
は
天
津
橋
付
近
で
地

元
商
店
街
が
中
心
と
な
り
「
七
夕
ま
つ
り
」
が
開

か
れ
る
な
ど
、
天
野
川
は
今
も
市
民
に
愛
さ
れ
続

け
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
23
年
７
月
号
）

平安歌人が「七夕伝説」になぞらえた

天野川

▲ 林さんが交野の郡津付近で撮影した堤防沿いの道（昭和32年）。
右手が釈尊寺周辺。枚方市内から田園風景が続いていました。▲ 今の天津橋付近。橋は平成４年に架け替えられた２代目です。

▲ 土砂を運ぶトロッコ線が走る河川敷（昭和27年）。奥には京阪本線の鉄橋が。
　手前の橋は翌年コンクリート製に改修され、「天津橋」と名付けられました。
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枚
方
ま
つ
り
の
誕
生
は
昭
和
51
年
。
そ
の
ル
ー

ツ
は
昭
和
31
年
に
始
ま
っ
た
「
淀
川
ま
つ
り
」
で

す
。
淀
川
を
下
る
１
万
個
の
灯
籠
や
夜
空
を
焦
が

す
打
上
花
火
な
ど
、
夏
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
た
淀
川
ま
つ
り
は
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ

る
景
気
低
迷
の
影
響
で
昭
和
50
年
に
中
止
が
決
定

さ
れ
ま
し
た
。「
ま
つ
り
は
人
々
を
日
常
か
ら
解

き
放
っ
て
く
れ
る
貴
重
な
存
在
で
し
た
。
復
活
を

望
む
声
は
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
か
れ
ま
し
た
」
と
第

１
回
枚
方
ま
つ
り
実
行
委
員
長
の
宮
﨑
順
平
さ
ん

（
75
歳
）
は
振
り
返
り
ま
す
。「
ま
つ
り
で
不
況
を

吹
き
飛
ば
し
て
ま
ち
に
活
気
を
取
り
戻
そ
う
」。

宮
﨑
さ
ん
ら
枚
方
青
年
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
が
中

心
と
な
っ
て
夏
ま
つ
り
の
復
活
に
乗
り
出
し
ま
し

た
。
友
好
都
市
・
中
村
市
（
現
在
の
四
万
十
市
）

の
青
年
会
議
所
に
参
加
を
呼
び
掛
け
た
り
、
資
金

集
め
の
バ
ザ
ー
を
開
く
た
め
市
民
か
ら
提
供
品
を

募
っ
た
り
。「
試
行
錯
誤
の
連
続
で
、
み
ん
な
で

必
死
に
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
ま
し
た
」。

手
作
り
の
ま
つ
り
に
ど
れ
だ
け
の
人
が
来
て
く

れ
る
の
か
不
安
だ
っ
た
宮
﨑
さ
ん
で
し
た
が
、
当

日
は
家
族
連
れ
や
浴
衣
を
着
た
人
た
ち
で
あ
ふ
れ

返
り
ま
し
た
。
枚
方
市
駅
周
辺
に
は
多
く
の
屋
台

が
立
ち
並
び
、
音
楽
隊
の
パ
レ
ー
ド
や
中
村
市
の

提
灯
み
こ
し
が
威
勢
の
良
い
か
け
声
と
と
も
に
練

り
歩
き
ま
し
た
。
宮
﨑
さ
ん
は
「『
開
催
し
て
く

れ
て
あ
り
が
と
う
』
と
い
う
声
を
聞
い
て
嬉
し

か
っ
た
で
す
ね
」
と
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

枚
方
ま
つ
り
は
平
成
16
年
か
ら
「
天
の
川
七
夕

フ
ェ
ス
タ
」
と
一
時
名
称
が
変
わ
り
ま
し
た
が
、

平
成
21
年
か
ら
再
び
「
枚
方
ま
つ
り
」
と
し
て
開

催
さ
れ
、今
も
多
く
の
市
民
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
23
年
8
月
号
）

夏を彩る市民手作りの

枚方まつり

▲ 延べ17万人が訪れた第１回枚方まつりで、北大阪商工会議所東側を通過する
パレードの様子。写真中央は当時の北牧市長です（昭和51年）。

▲ 友好都市の中村市から応援に駆け付けた提灯みこし。
　まつりの花形として注目を浴びていました（昭和51年）。

▲ 

現
在
は
岡
東
中
央
公
園
を
中
心
に
開
催
し
て

い
ま
す
。
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昭
和
30
年
10
月
15
日
、
枚
方
市
は
東
側
に
隣
接

す
る
津
田
町
と
合
併
し
、
現
在
の
市
域
に
な
り
ま

し
た
。

津
田
元
町
に
あ
っ
た
津
田
町
役
場
は
、
大
正
４

年
に
竣
工
し
た
モ
ダ
ン
な
木
造
の
洋
風
建
築
で
、

も
と
は
警
察
署
で
し
た
が
、
昭
和
18
年
か
ら
町
役

場
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
中

に
入
る
と
円
形
の
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ
っ
て
ね
。
と

て
も
シ
ャ
レ
て
い
ま
し
た
よ
」
と
話
す
の
は
津
田

元
町
で
古
く
か
ら
続
く
呉
服
店
を
営
む
西
村
利
彦

さ
ん
（
78
歳
）。「
屋
根
の
天
窓
み
た
い
な
と
こ
ろ

に
サ
イ
レ
ン
が
あ
っ
て
、
戦
時
中
は
そ
こ
か
ら
空

襲
警
報
が
鳴
り
ま
し
た
」
と
振
り
返
り
ま
す
。
役

場
の
前
の
通
り
は
飲
食
店
や
本
屋
、
薬
局
な
ど
30

軒
以
上
の
店
が
立
ち
並
ぶ
商
店
街
で
、
多
く
の
買

い
物
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。「
役
場
に
用

事
の
お
客
さ
ん
が
、
帰
り
に
よ
く
私
の
店
に
も
立

ち
寄
っ
て
く
れ
て
ね
。
こ
の
辺
り
は
何
で
も
そ
ろ

う
か
ら
便
利
だ
と
話
し
て
い
ま
し
た
よ
」。
秋
に

な
る
と
、
近
く
の
山
へ
松
茸
狩
り
に
訪
れ
る
観
光

客
も
。「
遠
方
か
ら
通
り
の
料
理
屋
に
泊
ま
り
が

け
で
来
る
人
も
い
た
ん
で
す
よ
」。

合
併
と
と
も
に
支
所
と
な
っ
た
津
田
町
役
場

は
、
昭
和
46
年
、
老
朽
化
に
伴
い
半
世
紀
を
超
え

る
現
役
生
活
に
幕
を
下
ろ
し
ま
し
た
。
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
り
の
新
し
い
津
田
支
所
は
、
同
じ
年

に
国
道
3
0
7
号
線
沿
い
に
開
設
。
平
成
２
年
に

併
設
さ
れ
た
津
田
図
書
館
・
公
民
館
（
現
生
涯
学

習
市
民
セ
ン
タ
ー
）
と
と
も
に
、
東
部
の
拠
点
と

し
て
市
民
生
活
に
欠
か
せ
な
い
場
と
な
っ
て
い
ま

す
。

 

（
平
成
23
年
９
月
号
）

町の合併も見届けた東部の拠点

津田支所

▲ 現在の津田支所（津田北町２丁目）。今年で開設40年を迎えました。

▲ 昭和44年当時の津田支所（旧津田町役場）。

▲  

津
田
町
役
場
が
建
っ
て
い
た
場
所
（
津

田
元
町
３
丁
目
）。
現
在
は
保
育
園
に

な
っ
て
い
ま
す
。
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通
勤
客
や
く
ず
は
モ
ー
ル
へ
買
い
物
に
向
か
う

人
で
に
ぎ
わ
う
樟
葉
駅
は
、
か
つ
て
京
阪
本
線
で

最
も
乗
降
客
の
少
な
い
小
さ
な
駅
で
し
た
。

明
治
43
年
、
京
阪
電
車
の
開
通
と
同
時
に
開
設

さ
れ
ま
し
た
が
、
周
辺
は
湿
地
や
池
、
田
ん
ぼ
ば

か
り
で
、
ホ
ー
ム
で
出
会
う
人
は
ほ
と
ん
ど
が
顔

見
知
り
と
い
う
く
ら
い
利
用
者
は
限
ら
れ
て
い
ま

し
た
。「
当
時
は
家
か
ら
駅
が
見
え
て
い
た
ん
で

す
よ
」
と
話
す
の
は
、
南
楠
葉
か
ら
電
車
で
第
一

中
学
校
に
通
っ
て
い
た
森
本
萬
治
郎
さ
ん
（
75

歳
）。「
乗
り
遅
れ
そ
う
な
と
き
は
大
急
ぎ
で
走
り

な
が
ら
叫
ん
で
、
顔
な
じ
み
の
駅
員
さ
ん
に
電
車

を
止
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」。
町

楠
葉
の
中
村
壽
雄
さ
ん
（
71
歳
）
は
「
並
ん
で
走

る
旧
国
道
１
号
か
ら
車
が
よ
く
落
ち
て
ね
。
ス
イ

カ
を
積
ん
だ
ト
ラ
ッ
ク
が
ひ
っ
く
り
返
っ
た
と
き

は
割
れ
た
ス
イ
カ
を
も
ら
い
に
行
き
ま
し
た
よ
」

と
幼
い
頃
の
思
い
出
を
語
り
ま
す
。
楠
葉
地
域
は

低
地
帯
で
今
と
は
違
い
水
は
け
も
悪
く
、
台
風
や

大
雨
の
時
は
一
帯
が
水
に
漬
か
る
こ
と
も
。「
雨

は
怖
か
っ
た
で
す
が
、
田
ん
ぼ
に
上
が
っ
た
コ
イ

や
フ
ナ
を
獲
り
に
行
く
の
が
楽
し
み
で
し
た
ね
」。

昭
和
30
年
代
ま
で
は
一
日
の
利
用
者
数
が

1
5
0
0
人
に
満
た
な
い
の
ど
か
な
雰
囲
気
で
し
た
が
、

広
さ
1
3
6
万
㎡
の
住
宅
地「
く
ず
は
ロ
ー
ズ
タ
ウ
ン
」

の
開
発
に
よ
り
、
昭
和
46
年
に
新
し
い
ま
ち
の
玄
関
口

と
し
て
現
在
の
場
所
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。
京
阪
電
鉄

初
の
自
動
改
札
機
も
導
入
さ
れ
、
翌
年
に
は
駅
前
に
広

域
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
「
く
ず
は
モ
ー
ル
街
」

も
オ
ー
プ
ン
。
近
隣
か
ら
買
い
物
に
訪
れ
る
家
族
連
れ

も
増
え
、
昭
和
50
年
代
に
は
乗
降
客
数
が
40
倍
以
上
に

膨
れ
上
が
り
ま
し
た
。
現
在
は
特
急
も
停
車
す
る
沿
線

の
主
要
駅
と
し
て
、
多
く
の
人
が
行
き
交
っ
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
23
年
10
月
号
）

沿線一小さな駅から、にぎわいの拠点へ

樟葉駅

▲ 移転する前の姿。現在よりも300ｍ京都寄りにありました（昭和40年代前半）。

▲ 現在の場所に移ったのは昭和46年。今年で40年を迎えます。
　一日の乗降客数は約６万人です。 ▲ 京阪電鉄初の自動改札機が設置されました（昭和47年頃）。
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市
域
を
貫
く
国
道
１
号
枚
方
バ
イ
パ
ス
が
全
線

開
通
し
た
の
は
昭
和
41
年
。
高
度
経
済
成
長
期
の

真
っ
た
だ
中
で
し
た
。

昭
和
30
年
代
に
入
る
と
、
自
動
車
の
普
及
と
と

も
に
淀
川
沿
い
の
旧
国
道
１
号
（
現
在
の
府
道
京

都
守
口
線
）
は
交
通
量
が
飛
躍
的
に
伸
び
、
慢
性

的
な
渋
滞
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

渋
滞
緩
和
に
向
け
計
画
さ
れ
た
枚
方
バ
イ
パ
ス
は

京
都
・
伏
見
〜
中
振
間
約
20
㎞
を
結
ぶ
片
側
２
車

線
の
新
た
な
幹
線
道
路
で
、
昭
和
33
年
に
着
工
。

鷹
塚
山
を
切
り
通
し
、
天
野
川
に
橋
を
架
け
る
な

ど
工
事
は
８
年
に
わ
た
る
大
事
業
で
し
た
。

バ
イ
パ
ス
の
設
置
に
伴
い
、
沿
道
に
は
既
製
服

団
地
（
現
在
の
大
阪
紳
士
服
団
地
）、
中
小
企
業

団
地
（
同
枚
方
企
業
団
地
）、
枚
方
鉄
工
塗
装
団

地
な
ど
が
造
成
さ
れ
、
多
く
の
企
業
が
集
ま
り
ま

し
た
。
枚
方
企
業
団
地
は
府
内
中
小
企
業
の
郊
外

移
転
と
経
営
効
率
化
を
目
的
に
計
画
さ
れ
た
も
の

で
、
府
や
市
が
企
業
団
地
を
造
成
す
る
の
は
全
国

初
の
試
み
で
し
た
。「
当
時
は
右
肩
上
が
り
の
経

済
成
長
の
中
、
次
々
と
仕
事
が
舞
い
込
ん
で
ね
。

み
ん
な
夜
遅
く
ま
で
必
死
に
働
い
て
い
ま
し
た
」。

枚
方
企
業
団
地
協
同
組
合
理
事
長
の
豊
川
總
雄
さ

ん
（
70
歳
）
は
振
り
返
り
ま
す
。
豊
川
さ
ん
が
働

く
会
社
も
バ
イ
パ
ス
開
通
と
ほ
ぼ
同
時
に
大
阪
市

内
か
ら
枚
方
へ
。「
製
品
の
輸
送
が
便
利
に
な
り

ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
が
集
ま
る
企
業
団
地

は
当
時
珍
し
く
、
海
外
か
ら
の
視
察
も
あ
っ
た
ん

で
す
よ
」
と
懐
か
し
そ
う
に
話
し
ま
す
。

多
く
の
車
が
行
き
交
う
枚
方
バ
イ
パ
ス
は
、
京

都
と
大
阪
を
結
ぶ
交
通
の
大
動
脈
と
し
て
今
も
市

内
産
業
の
発
展
を
支
え
続
け
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
23
年
11
月
号
）

産業の発展を支える交通の大動脈

枚方バイパス（国道１号）

▲ 造成中の枚方企業団地（昭和41年）。左下の新大池から
右上（京都方面）に延びるのが枚方バイパスです。

▲ 現在の出屋敷交差点付近。一日の交通量は約７万台
（平成22年）。開通時は約３万台でした。

▲ 建設中の枚方バイパス（昭和37年）。現在の穂谷川新橋から大阪方面の出屋敷
交差点付近を望んでいます。
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枚
方
警
察
署
は
大
正
２
年
、
淀
川
改
修
工
事
の

完
了
と
と
も
に
三
矢
か
ら
枚
方
大
橋
近
く
の
堤
防

沿
い
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
９
年
の
室
戸
台
風

で
木
造
庁
舎
が
倒
壊
し
た
３
年
後
、
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
３
階
建
て
の
新
庁
舎
が
同
じ
場
所
に
完

成
。
真
っ
白
な
外
壁
に
、
階
段
室
は
半
円
形
で
大

き
な
ガ
ラ
ス
張
り
と
い
う
し
ゃ
れ
た
建
物
は
、
着

工
時
の
新
聞
記
事
に
「
河
北
随
一
を
誇
る
モ
ダ
ー

ン
庁
舎
」
と
書
か
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。

「
前
方
に
は
淀
川
が
広
が
り
周
辺
は
民
家
ば
か

り
。
と
て
も
大
き
く
て
目
立
っ
て
い
ま
し
た
よ
」

と
話
す
の
は
、
昭
和
40
年
代
か
ら
警
察
官
と
し
て

交
通
課
な
ど
で
勤
務
し
て
い
た
60
代
の
男
性
。「
３

階
に
は
道
場
が
あ
っ
て
、
柔
道
や
剣
道
で
心
身
を

鍛
え
ま
し
た
」と
懐
か
し
そ
う
に
振
り
返
り
ま
す
。

当
時
は
24
時
間
勤
務
の
２
交
代
制
。「
人
も
車
も

急
増
し
て
い
る
時
代
だ
っ
た
の
で
交
通
事
故
が
多

く
て
ね
。
ま
だ
周
り
に
田
ん
ぼ
が
広
が
る
道
路
を

現
場
か
ら
現
場
へ
一
晩
中
走
り
回
っ
て
い
る
時
も

あ
り
ま
し
た
」。

昭
和
29
年
の
法
改
正
に
伴
い
旧
交
野
町
域
な
ど

を
含
む
現
在
の
管
轄
区
域
と
な
っ
た
枚
方
警
察
署

は
、
昭
和
55
年
に
大
垣
内
町
の
現
庁
舎
へ
移
転
。

国
道
１
号
な
ど
主
要
幹
線
道
路
に
近
く
な
り
事
故

や
事
件
の
発
生
後
、
す
ぐ
現
場
に
向
か
え
る
体
制

が
整
い
ま
し
た
。
管
内
人
口
は
昭
和
29
年
の
約

７
万
人
か
ら
、
現
在
は
50
万
人
近
く
ま
で
増
加
。

平
成
24
年
度
に
は
管
内
か
ら
枚
方
市
東
部
と
交
野

市
全
域
を
分
割
し
新
た
に
交
野
警
察
署
が
開
設
さ

れ
、
さ
ら
な
る
治
安
の
確
保
や
利
便
性
向
上
が
図

ら
れ
ま
す
。

 

（
平
成
24
年
１
月
号
）

市民の安全を守り続ける

枚方警察署

▲ 当時の国道１号（現在の府道京都守口線）が通る淀川堤防沿いに建っていた枚方警察署。２階が玄関でした（昭和32年）。

▲ 前庁舎があった桜町交差点付近。右後方に枚方大橋が見えます。

▲ 

大
垣
内
町
に
あ
る
現
在
の
枚
方
警
察
署
。
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田
畑
と
集
落
が
広
が
る
の
ど
か
な
風
景
。
御
殿

山
神
社
か
ら
北
方
向
を
撮
影
し
た
絵
は
が
き
で
す

（
中
央
上
の
写
真
）。
手
前
の
集
落
は
現
在
の
渚
元

町
で
、
奥
に
三
栗
の
町
並
み
と
淀
川
、
天
王
山
が

見
え
ま
す
。
明
治
時
代
、
日
露
戦
争
を
機
に
、
戦

地
と
の
間
で
手
紙
の
や
り
取
り
が
盛
ん
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
絵
は
が
き
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
枚
方
の

写
真
を
印
刷
し
た
絵
は
が
き
も
多
く
製
造
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
辺
り
は
、
平
安
貴
族
が
鷹
狩
り
な
ど
を
楽

し
む
行
楽
地
で
、
惟こ

れ

喬た
か

親
王
の
別
荘
・
渚

な
ぎ
さ
の
い
ん

院
も
こ

の
地
に
あ
り
ま
し
た
。
明
治
22
年
に
渚
・
禁
野
・

磯
島
な
ど
９
つ
の
村
が
合
併
し
て
牧
野
村
と
な

り
、
渚
院
が
建
っ
て
い
た
と
伝
わ
る
廃
観
音
寺
の

鐘
楼
の
隣
に
役
場
が
置
か
れ
ま
し
た
。「
敷
地
内

に
は
駐
在
所
も
あ
っ
て
、
村
の
中
心
で
し
た
ね
」

と
話
す
の
は
、
牧
野
村
の
農
家
に
生
ま
れ
た
90
代

の
男
性
。「
役
場
近
く
の
駄
菓
子
屋
に
よ
く
ア
メ

を
買
い
に
行
き
ま
し
た
。
仕
出
し
屋
も
あ
っ
て
、

特
別
な
日
に
は
父
親
が
寿
司
を
取
っ
て
い
ま
し
た

よ
」
と
、
子
ど
も
の
頃
を
懐
か
し
そ
う
に
振
り
返

り
ま
す
。「
御
殿
山
神
社
の
秋
祭
り
に
は
プ
ロ
の

漫
才
師
が
来
る
こ
と
も
あ
っ
て
ね
。
祭
り
の
日
が

楽
し
み
で
、
友
達
と
一
緒
に
見
に
行
っ
て
い
ま
し

た
」。現

在
、
役
場
が
あ
っ
た
場
所
（
渚
元
町
）
に
は

渚
保
育
所
が
建
ち
、
園
庭
を
駆
け
回
る
子
ど
も
た

ち
の
元
気
な
声
が
響
き
ま
す
。
田
園
風
景
は
住
宅

地
へ
と
変
わ
り
ま
し
た
が
、
今
も
残
る
廃
観
音
寺

の
鐘
楼
が
時
代
の
流
れ
を
静
か
に
見
守
っ
て
い
ま

す
。

 

（
平
成
24
年
２
月
号
）

鐘のある村役場を見下ろした

御殿山

▲ 牧野村役場。昭和10年に招提村と合併して殿山町となった後も、
しばらく役場として使用されました。

▲ 田園地帯は住宅地に。春には御殿山神社の桜が咲き誇ります。

▲ 京阪電車が開通する前、明治30年代末～ 40年代初頭の御殿山から見た風景。中央に見えるのは現在も残る廃観音寺の鐘楼です。
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古
く
か
ら
集
落
が
あ
り
平
安
中
期
の
文
献
「
和わ

名み
ょ
う
し
ょ
う

抄
」
に
登
場
す
る
伊
加
賀
は
、
現
在
の
菊
丘
町

や
枚
方
公
園
町
な
ど
を
含
む
広
大
な
地
域
で
し

た
。上

の
写
真
は
明
治
時
代
の
伊
加
賀
村
で
、
中
央

に
見
え
る
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
階
段
を
登
る
と
意お

賀か

美み

神
社
が
あ
り
ま
し
た
。
同
神
社
は
、
明
治
42
年

に
日
吉
神
社
、
須
賀
神
社
を
合ご

う

祀し

し
て
現
在
の
枚

方
上
之
町
に
移
さ
れ
、
残
っ
た
社
地
は
子
ど
も
た

ち
の
遊
び
場
に
。「『
宮
さ
ん
跡
』
と
呼
ん
で
い
て

ね
、
よ
く
チ
ャ
ン
バ
ラ
ご
っ
こ
を
し
て
い
ま
し
た

よ
」
と
話
す
の
は
、
伊
加
賀
南
町
で
生
ま
れ
育
っ

た
細
川
信
夫
さ
ん
（
84
歳
）。
当
時
は
野
山
や
田

畑
が
広
が
り
「
夏
に
な
る
と
カ
ブ
ト
ム
シ
や
ゲ
ン

ジ
（
ク
ワ
ガ
タ
）
も
捕
れ
た
ん
で
す
よ
」
と
懐
か

し
そ
う
に
振
り
返
り
ま
す
。

の
ど
か
な
場
所
だ
っ
た
伊
加
賀
に
は
、6
0
0
0

坪
の
広
大
な
敷
地
に
建
つ
屋
敷
「
万ば

ん

里り

荘そ
う

」
が
あ

り
ま
し
た
。
鉄
道
車
両
を
製
造
す
る
会
社
社
長
の

邸
宅
で
、数
奇
屋
建
築
の
格
式
高
い
建
物
で
し
た
。

昭
和
６
年
に
は
、
昭
和
天
皇
の
弟
・
秩
父
宮
殿
下

が
高
槻
工
兵
隊
入
隊
の
た
め
１
カ
月
間
滞
在
。

「
万
里
荘
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
を
、
住
民
総

出
で
お
迎
え
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ち
ん
行
列
も
出

て
す
ご
い
に
ぎ
わ
い
で
し
た
」
と
細
川
さ
ん
は
目

を
細
め
ま
す
。

現
在
、
意
賀
美
神
社
跡
周
辺
は
住
宅
地
に
な

り
、
万
里
荘
が
あ
っ
た
場
所
に
は
マ
ン
シ
ョ
ン
が

建
ち
並
ぶ
な
ど
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
が
、
起
伏

の
あ
る
地
形
が
当
時
の
面
影
を
し
の
ば
せ
て
く
れ

ま
す
。

 

（
平
成
24
年
３
月
号
）

広がる野山に大邸宅が建っていた

伊加賀

▲ 明治時代の絵はがき。駅鈴をデザインしたスタンプが押されています。
　森のように見えるのは小高い丘で、その先は枚方村（現在の枚方元町）です。

▲ 「万里荘」に到着した秩父宮殿下（昭和６年）。

▲ 

道
路
手
前
か
ら
広
が
る
敷
地
に
万
里
荘
が

　

あ
り
ま
し
た
（
伊
加
賀
北
町
）。
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テ
レ
ビ
も
な
く
娯
楽
も
少
な
か
っ
た
時
代
、
誰

も
が
夢
中
に
な
っ
た
の
は
映
画
で
し
た
。

中
宮
映
画
劇
場
は
昭
和
18
年
頃
、
地
元
の
実
業

家
・
徳
永
和
三
郎
さ
ん
が
現
在
の
都
丘
町
に
建
設
。

近
く
に
あ
っ
た
陸
軍
の
枚
方
製
造
所
で
働
く
人
た

ち
を
中
心
に
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
戦

後
、
映
画
人
気
が
高
ま
る
な
か
、「
笛
吹
童
子
」

な
ど
チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
の
上
映
日
に
は
子
ど
も
た

ち
が
行
列
を
作
り
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
向
か
っ
て
大

き
な
声
援
を
送
る
こ
と
も
。「
お
客
さ
ん
は
売
店

で
み
か
ん
水
と
お
か
き
を
買
っ
て
映
画
を
観
る
の

が
定
番
で
し
た
」
と
話
す
の
は
、
劇
場
の
手
伝
い

を
し
て
い
た
徳
永
さ
ん
の
三
男
・
司
さ
ん（
63
歳
）。

「
父
は
香
里
園
や
岡
本
町
で
も
劇
場
を
経
営
し
て

い
て
、
重
た
い
フ
ィ
ル
ム
を
抱
え
て
い
つ
も
自
転

車
で
走
り
回
っ
て
い
ま
し
た
。
映
画
で
み
ん
な
を

笑
顔
に
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
」。

和
三
郎
さ
ん
は
昭
和
28
年
頃
、
劇
場
の
北
側
に

25
ｍ
と
子
ど
も
用
の
２
つ
の
プ
ー
ル
を
備
え
た

「
徳
永
遊
園
プ
ー
ル
」
も
開
園
。
当
時
、
市
内
に

は
枚
方
小
学
校
に
し
か
プ
ー
ル
が
な
く
、
夏
休
み

に
は
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
が
訪
れ
ま
し
た
。
劇
場

の
す
ぐ
近
く
に
住
ん
で
い
た
泉
太
郎
さ
ん（
68
歳
）

は
「
ふ
ん
ど
し
一
丁
で
泳
い
で
い
ま
し
た
よ
。
水

は
地
下
水
だ
っ
た
の
で
冷
た
か
っ
た
な
あ
」
と
笑

顔
で
話
し
ま
す
。

昭
和
43
年
に
和
三
郎
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
映
画

館
の
経
営
は
他
に
移
り
ま
し
た
。
プ
ー
ル
は
46
年

頃
に
廃
業
。
映
画
館
が
あ
っ
た
場
所
は
住
宅
に
な

り
ま
し
た
が
、
プ
ー
ル
を
そ
の
ま
ま
再
利
用
し
た

駐
車
場
に
は
今
も
飛
び
込
み
台
の
番
号
が
残
り
、

当
時
を
し
の
ば
せ
て
く
れ
ま
す
。

 

（
平
成
24
年
４
月
号
）

子どもたちがスクリーンに声援を送った

中宮映画劇場

▲ プールのオープン時にはオリンピック候補選手も駆け付けたほか、
市内企業が定期的に水泳大会を開催していました（昭和30年頃）。

▲ 
遠
方
か
ら
も
多
く
の
お
客
さ
ん
が
訪
れ
、
4
8
0
の
座
席
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
こ
と
も

（
昭
和
18
年
頃
）。
昭
和
30
年
代
に
は
市
内
に
７
つ
の
映
画
館
が
あ
り
ま
し
た
。

▲ 現在は12軒の住宅が建っています。
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国
指
定
の
史
跡
で
あ
る
禁
野
車
塚
古
墳
が
あ
る

宮
之
阪
は
も
と
も
と
禁
野
村
に
含
ま
れ
、
野
山
が

広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
42
年
に
起
こ
っ
た
禁

野
火
薬
庫
の
最
初
の
爆
発
に
よ
り
、
村
の
中
心
か

ら
農
家
が
移
り
住
ん
だ
こ
と
が
集
落
の
起
源
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
大
正
時
代
に
は
「
宮
ノ
坂
」
と

い
う
地
名
は
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
の
宮
之
阪
駅

は
昭
和
15
年
、
京
阪
交
野
線
の
前
身
・
交
野
電
気

鉄
道
時
代
に
、
東
側
に
隣
接
す
る
中
宮
に
住
宅
が

多
く
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
中
宮
駅
」
と
し
て
誕
生

し
ま
し
た
。「
電
車
は
木
造
で
ね
。
た
っ
た
２
両

で
の
ど
か
に
走
っ
て
い
ま
し
た
よ
」
と
話
す
の
は
、

小
学
生
の
時
か
ら
駅
の
近
く
に
住
む
豊
倉
孝
宏
さ

ん
（
78
歳
）。「
買
い
物
の
時
は
岡
本
町
の
商
店
街

ま
で
電
車
で
出
掛
け
て
い
ま
し
た
」
と
懐
か
し
そ

う
に
目
を
細
め
ま
す
。
駅
の
周
り
は
一
面
の
田
畑

で
「
夏
に
な
る
と
、
近
く
の
小
川
で
ホ
タ
ル
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
自
然
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
」。

昭
和
31
年
に
中
宮
第
一
団
地
が
建
設
さ
れ
る
と

人
口
は
急
増
し
ま
し
た
。
45
年
、
天
野
川
沿
い
に

大
型
ス
ー
パ
ー
が
開
店
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

小
売
店
な
ど
が
相
次
い
で
進
出
。
近
隣
の
ま
ち
か

ら
も
多
く
の
買
い
物
客
が
訪
れ
、
活
気
あ
ふ
れ
る

ま
ち
へ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
中
宮
駅

を
初
め
て
利
用
す
る
人
が
宮
之
阪
周
辺
を「
中
宮
」

と
勘
違
い
す
る
ケ
ー
ス
が
頻
発
。「
実
態
と
そ
ぐ

わ
な
い
の
で
駅
名
を
変
更
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う

地
元
住
民
ら
の
要
望
を
受
け
、
46
年
に
「
宮
之
阪

駅
」
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
も
新
た
な
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
設
さ
れ
る
な

ど
発
展
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
拡
幅
工
事
が
進
む

道
路
は
今
も
変
わ
ら
ず
禁
野
橋
へ
と
通
じ
、
当
時

の
面
影
を
伝
え
ま
す
。 

（
平
成
24
年
５
月
号
）

まちの発展とともに駅名も変わった

宮之阪

▲ 駅周辺には商業施設やマンションが立ち並びます。
▲ 現在の枚方警察署付近から橋本さんが撮影した木造の禁野橋
（昭和29年）。

▲ 現在の宮之阪３丁目付近（昭和29年）。中央が現在の宮之阪駅で、道路の奥に禁野橋、遠景には枚方丘陵が望めます。撮影した西禁野在住の
橋本勲さん（80歳）は「景色が素晴らしかった」と振り返ります。
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天
野
川
左
岸
に
位
置
す
る
大
垣
内
町
辺
り
は
豊

か
な
水
に
恵
ま
れ
、
古
く
か
ら
稲
作
が
行
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
現
在
は
消
防
署
や
郵
便
局
な
ど
が
建

ち
並
ぶ
場
所
も
、
昭
和
20
年
代
は
水
田
が
一
面
に

広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
天
野
川
か
ら
湧
き
出
る
水

を
た
め
た
池
が
堤
防
沿
い
に
い
く
つ
も
あ
り
、
農

家
の
人
々
は
ポ
ン
プ
の
代
わ
り
に
水み

ず
ぐ
る
ま車を
踏
ん
で

田
へ
水
を
引
い
て
い
ま
し
た
。
大
垣
内
町
で
農
業

を
営
む
大
村
宗
治
さ
ん
（
75
歳
）
は
「
き
れ
い
な

水
で
ね
。
禁
野
橋
近
く
に
あ
っ
た
う
ど
ん
屋
は
そ

の
水
を
使
っ
て
製
麺
し
て
い
ま
し
た
よ
。
川
で
は

エ
ビ
を
よ
く
獲
っ
た
な
あ
」
と
懐
か
し
み
ま
す
。

田
植
え
前
は
牛
が
大
活
躍
。「
ま
ん
が
」
と
呼

ぶ
農
機
具
を
引
っ
張
っ
て
田
を
起
こ
し
た
り
重
い

荷
物
を
運
ん
だ
り
と
、
貴
重
な
労
働
力
で
し
た
。

「
牛
は
農
家
の
宝
で
し
た
」
と
話
す
同
町
の
大
矢

作
市
さ
ん
（
87
歳
）
は
「
農
繁
期
に
は
草
だ
け
で

な
く
麦
や
お
か
ら
で
精
を
付
け
て
ね
。
正
月
は
雑

煮
も
食
べ
さ
せ
ま
し
た
よ
」
と
、
大
切
に
育
て
た

牛
に
つ
い
て
振
り
返
り
ま
す
。

当
時
の
農
家
は
、
米
は
も
ち
ろ
ん
野
菜
や
卵
、

み
そ
な
ど
全
て
自
宅
で
賄
う
生
活
。「
ほ
ぼ
自
給

自
足
で
し
た
。
い
た
っ
て
粗
食
で
、
今
の
よ
う
に

メ
タ
ボ
の
心
配
な
ん
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
と

大
村
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

30
軒
ほ
ど
が
農
業
を
営
ん
で
い
た
大
垣
内
の
の

ど
か
な
田
園
風
景
は
、
昭
和
40
年
代
の
官
公
庁
団

地
の
造
成
な
ど
開
発
が
進
み
、
そ
の
姿
を
大
き
く

変
え
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
数
軒
が
現
在
も
農
業
を

営
み
、
牛
に
代
わ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
や
耕
運
機
が
エ

ン
ジ
ン
音
を
響
か
せ
な
が
ら
土
を
耕
し
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
24
年
６
月
号
）

働く牛が農家の「宝」だった

大垣内の稲作
お お が い と

▲ 耕運機のエンジン音を響かせ土を耕す大村さん。

▲  
〈
上
〉
奥
は
天
野
川
堤
防
。
左
の
白
い
建
物
は
旧
公
共
職
業
安
定
所
。〈
右
下
〉
ま
ん
が
（
馬
鍬
）
を
引
っ
張
り
代し
ろ
か掻
き
を
す
る
牛
。
い
ず
れ
も

西
禁
野
の
橋
本
勲
さ
ん
（
80
歳
）
が
現
在
の
枚
方
消
防
署
や
枚
方
郵
便
局
付
近
で
撮
影
（
昭
和
29
年
）。
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Ｊ
Ｒ
長
尾
駅
は
明
治
31
年
、
大
阪
と
奈
良
を
結

ぶ
鉄
道
の
駅
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
開
通
式
に

は
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
、
汽
車
の
姿
を
一
目
見

よ
う
と
多
く
の
人
が
お
弁
当
持
参
で
駆
け
付
け
る

な
ど
、
鉄
道
の
誘
致
運
動
を
進
め
て
い
た
菅
原
村

の
住
民
が
総
出
で
お
祝
い
し
ま
し
た
。

昭
和
25
年
に
は
四
条
畷

－

長
尾
間
が
電
化
さ

れ
、
電
車
が
走
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
長
尾
駅

の
す
ぐ
近
く
に
住
む
長
尾
区
長
の
笹
田
庄
次
さ
ん

（
67
歳
）
は
「
客
車
を
引
っ
張
る
最
後
の
蒸
気
機

関
車
に
向
か
っ
て
日
の
丸
の
小
旗
を
一
生
懸
命
振

り
ま
し
た
」と
当
時
５
歳
の
思
い
出
を
語
り
ま
す
。

そ
の
頃
電
車
の
本
数
は
１
時
間
に
１
本
程
度
。
駅

の
利
用
者
も
知
り
合
い
ば
か
り
で
、
駅
員
さ
ん
が

「
○
○
さ
ん
着
き
ま
し
た
で
！
」
と
車
両
の
中
で

寝
て
し
ま
っ
た
お
客
さ
ん
の
名
前
を
呼
ん
で
起
こ

す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
駅
前
広
場
は
、
中
央
に
柳
の
木
が
あ
り
、

夏
は
盆
踊
り
で
に
ぎ
わ
う
な
ど
、
地
域
住
民
が
集

う
場
所
で
し
た
。駅
前
周
辺
は
田
ん
ぼ
が
広
が
り
、

車
の
通
行
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
道

路
を
隔
て
た
田
ん
ぼ
の
手
前
に
ス
ク
リ
ー
ン
を
立

て
、
チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
な
ど
の
上
映
会
が
開
か
れ

た
こ
と
も
。
笹
田
さ
ん
は
「
晩
ご
は
ん
を
食
べ
る

と
す
ぐ
、
座
布
団
片
手
に
広
場
へ
走
り
ま
し
た
」

と
懐
か
し
そ
う
に
振
り
返
り
ま
す
。

長
尾
駅
沿
線
は
昭
和
40
年
代
以
降
、
宅
地
開
発

が
進
み
利
用
者
数
は
大
き
く
増
加
。
平
成
９
年
に

は
学
研
都
市
線
が
東
西
線
と
つ
な
が
り
、
神
戸
方

面
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
便
利
に
。
現
在
は
ラ
ッ
シ
ュ

時
の
混
雑
緩
和
や
歩
行
者
の
安
全
確
保
に
向
け
、

新
駅
舎
や
駅
前
広
場
な
ど
の
整
備
を
進
め
て
い
ま

す
。 

（
平
成
24
年
７
月
号
）

駅前広場で映画や盆踊りも楽しめた

長尾駅

▲ 昭和40年頃の長尾駅。駅前広場は手前の田んぼに向かって下り坂になっていました。

▲ 一日の乗降者数は約２万6000人（平成22年現在）。奥に工事が進む
新駅舎が見えます。

▲ 平成元年に長尾－木津間が電化されるまで走っていた
ディーゼルカー。
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今
か
ら
40
年
前
の
昭
和
47
年
、
前
年
開
業
の
新

し
い
樟
葉
駅
前
に
、
京
阪
電
鉄
が
駅
前
と
一
体
で

開
発
し
た
広
さ
約
1
3
6
万
㎡
に
及
ぶ
「
く
ず
は

ロ
ー
ズ
タ
ウ
ン
」
の
核
と
な
る
商
業
施
設
「
く
ず

は
モ
ー
ル
街
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

池
を
配
し
た
公
園
風
の
広
場
を
中
心
に
約
60
の

専
門
店
や
ス
ー
パ
ー
が
放
射
線
状
に
置
か
れ
、
ボ

ウ
リ
ン
グ
場
や
銀
行
の
ほ
か
1
5
0
0
台
収
容

の
駐
車
場
も
完
備
。
当
時
珍
し
か
っ
た
広
域
型

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
先
駆
け
と
し
て
大

き
な
注
目
を
集
め
ま
し
た
。「
樹
木
や
花
壇
、
緑

が
い
っ
ぱ
い
で
歩
く
だ
け
で
も
気
持
ち
よ
く
て

ね
」
と
話
す
の
は
楠
葉
並
木
に
住
む
中
山
宏
仁
さ

ん
（
65
歳
）。「
入
り
口
の
大
看
板
は
ク
リ
ス
マ
ス

や
正
月
な
ど
季
節
に
合
わ
せ
て
飾
り
付
け
ら
れ
、

シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
る
と
飾
り
付
け
の
花
を
も
ら
っ

て
い
ま
し
た
」
と
振
り
返
り
ま
す
。

モ
ー
ル
の
中
心
に
は
蒸
気
機
関
車
Ｄ
51
を
展
示

し
た
「
汽
車
の
ひ
ろ
ば
」
が
あ
り
、
池
の
上
の
ス

テ
ー
ジ
に
デ
ビ
ュ
ー
間
も
な
い
山
口
百
恵
な
ど
有

名
タ
レ
ン
ト
が
毎
週
の
よ
う
に
や
っ
て
き
ま
し

た
。「
水
前
寺
清
子
さ
ん
や
上
沼
恵
美
子
さ
ん
の

時
は
２
階
の
テ
ラ
ス
ま
で
見
物
客
で
い
っ
ぱ
い
で

し
た
よ
」
と
に
ぎ
わ
い
の
様
子
を
懐
か
し
む
中
山

さ
ん
。「
周
り
に
は
大
き
な
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
や

高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
当
時
最
新
の
施
設
が
立
ち

並
び
、
夢
の
よ
う
な
ま
ち
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と

目
を
細
め
ま
す
。

30
年
以
上
親
し
ま
れ
た
「
く
ず
は
モ
ー
ル
街
」

は
平
成
17
年
、
新
た
な
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す

る
た
め
全
館
建
て
替
え
ら
れ
、「
Ｋ
Ｕ
Ｚ
Ｕ
Ｈ
Ａ 

Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｌ
」
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。
現
在
は
さ

ら
な
る
増
床
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
24
年
8
月
号
）

緑いっぱいの空間で芸能人もやってきた

くずはモール

▲ くずはモール街のシンボルだったＤ51（昭和47年）。
　現在は京都のトロッコ嵯峨駅に展示されています。

▲ 本館の増床工事のため西館（左）は閉館中。営業面積を1.5
倍に増やして平成26年春リニューアルオープンの予定です。

▲ 
駅
前
広
場
と
直
結
し
た
開
放
的
な
正
面
入
り
口
。
中
央
奥
に
見
え
る
塔
か
ら
は
時
刻
を

知
ら
せ
る
鐘
が
鳴
り
響
い
て
い
ま
し
た
（
昭
和
47
年
）。
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江
戸
時
代
に
は
三
十
石
船
が
行
き
交
う
な
ど
枚

方
の
発
展
を
支
え
て
き
た
淀
川
。
一
方
で
洪
水
が

た
び
た
び
発
生
し
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。
豊
臣
秀
吉
が
左
岸
に
全
長
27
㎞
の「
文
禄
堤
」

を
築
き
、
明
治
に
な
る
と
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
の
指

導
で
工
事
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
治
水
は
大
き
な
課

題
で
し
た
。
明
治
18
年
に
は
、
梅
雨
の
長
雨
で
伊

加
賀
を
皮
切
り
に
堤
防
が
次
々
と
決
壊
し
、
府
内

で
家
屋
の
浸
水
７
万
戸
、
被
災
者
30
万
人
の
大
水

害
が
発
生
。
全
国
に
先
駆
け
本
格
的
な
河
川
の
改

修
が
進
め
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
初
期
の
大
雨
に
よ
る
増
水
を
幼
い
頃
に
経

験
し
た
三
矢
の
片
山
正
男
さ
ん
（
92
歳
）
は
、「
橋

の
上
か
ら
手
が
届
き
そ
う
な
く
ら
い
水
位
が
上

が
っ
て
ね
。
家
の
裏
手
の
堤
防
か
ら
水
が
染
み
出

し
ま
し
た
」
と
振
り
返
り
ま
す
。「『
も
う
決
壊
す

る
ぞ
』
と
い
う
声
に
、
近
所
の
住
民
ほ
ぼ
全
員
が

着
の
身
着
の
ま
ま
、
高
台
に
あ
る
台
鏡
寺
に
避
難

し
た
ん
で
す
よ
」。
幸
い
決
壊
は
免
れ
ま
し
た
が
、

「
家
が
流
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
と
、

濁
流
の
ご
う
音
が
今
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
」。

昭
和
63
年
、
市
街
地
側
に
堤
防
の
高
さ
の
約
30

倍
の
幅
で
広
範
囲
に
盛
土
を
し
て
、
洪
水
被
害
を

小
さ
く
す
る
ス
ー
パ
ー
堤
防
が
全
国
で
初
め
て
出

口
地
区
に
完
成
。
平
成
９
年
に
は
、
枚
方
地
区
で

左
岸
に
蛇
行
し
て
い
た
流
れ
を
真
っ
直
ぐ
に
改
修

す
る
工
事
が
完
成
し
、
洪
水
の
危
険
性
は
大
き
く

下
が
り
ま
し
た
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
船
着
場
、
イ
ベ

ン
ト
に
利
用
で
き
る
広
場
が
あ
る
淀
川
河
川
公
園

も
整
備
さ
れ
、
週
末
に
は
市
内
外
か
ら
多
く
の
人

が
訪
れ
る
な
ど
憩
い
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い

ま
す
。

 

（
平
成
24
年
９
月
号
）

恵みと水害をもたらした悠久の流れ

淀  川

▲ 昭和34年の台風７号で増水した三矢付近の淀川。奥は先代の枚方大橋。
　堤防上には不安そうに川面を眺める人の姿が。

▲ 
川
の
流
れ
を
改
修
し
て
生
ま
れ
た
淀
川
河
川

公
園
。
左
奥
に
は
ス
ー
パ
ー
堤
防
上
に
建
つ

マ
ン
シ
ョ
ン
が
見
え
ま
す
。

▲ 
桜
町
交
差
点
付
近
に
立
つ
明
治
18
年
の
洪
水
碑
。

被
害
を
風
化
さ
せ
な
い
よ
う
翌
19
年
に
建
て
ら

れ
、
平
成
22
年
、
現
在
の
位
置
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
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昭
和
22
年
● 

市
制
施
行

● 

人
口
４
万
人

昭
和
23
年
● 

定
期
的
な
家
庭
ご
み
収
集
が

ス
タ
ー
ト
（
13
ペ
ー
ジ
）

昭
和
25
年
● 

市
民
病
院
が
開
院
（
７
ペ
ー
ジ
）

昭
和
30
年
● 

津
田
町
を
合
併
。
現
在
の
市

域
に
（
16
ペ
ー
ジ
）

昭
和
33
年
● 

「
東
洋
一
」
と
言
わ
れ
た
マ

ン
モ
ス
団
地
・
香
里
団
地
の

入
居
始
ま
る
（
10
ペ
ー
ジ
）

昭
和
35
年
● 
市
役
所
新
庁
舎
（
現
本
館
）

竣
工

昭
和
41
年
● 

市
内
を
南
北
に
貫
く
国
道
1

号
枚
方
バ
イ
パ
ス
が
全
面
開

通
（
18
ペ
ー
ジ
）

昭
和
42
年
● 

市
制
施
行
20
周
年
を
記
念
し

て
「
菊
」
を
市
の
花
に
制
定

昭
和
43
年
● 

国
の
特
別
史
跡
・
百
済
寺
跡

が
日
本
で
最
初
の
史
跡
公
園

に

ひらかたパークの「ひらかた大菊
人形」で枚方の代名詞となった菊
人形。平成17年の閉幕後は「ひら
かた市民菊人形の会」が菊人形作
りに取り組んでいます。

　いつ頃から「ひらかた」と呼ばれるよう
になったのかは分かりませんが、『日本書
紀』には「ひらかたゆ　笛吹き上る　近江
のや　毛野の稚子い　笛吹き上る」という
歌が残されています。また、奈良時代の
『播磨国風土記』には「河内国茨田郡枚方里」
という地名が記されています。

「ひらかた」の地名はいつから？

▲ 昭和17年に竣工した旧枚方町役場庁舎が市役所に（現在のサンプラザ１号館付近）。

▲ ■

▲ 内務省（当時）に提出した市制施行
上申書

昭和39年 東京オリンピック 日本国憲法施行

▲

ひ
ら
か
た
大
菊
人
形
「
忠
臣
蔵
絵
巻
」（
昭
和
57
年
）

枚
方
市
が
歩
ん
だ
65
年

年 表
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昭
和
44
年
● 

全
国
初
の
病
児
保
育
室
が
香

里
ケ
丘
に
誕
生

昭
和
45
年
● 

人
口
20
万
人
を
超
え
る

昭
和
46
年
● 

市
民
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の

思
い
を
う
た
っ
た
枚
方
市
民

憲
章
制
定

● 

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル
完
成

昭
和
47
年
● 

本
格
的
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
の
先
駆
け
「
く
ず
は
モ
ー

ル
街
」
オ
ー
プ
ン
（
26
ペ
ー
ジ
）

昭
和
48
年
● 

市
立
図
書
館
発
足
。
分
室
や

自
動
車
文
庫
も
開
設

昭
和
49
年
● 

高
知
県
中
村
市
（
現
四
万
十

市
）
と
初
の
友
好
都
市
提
携

昭
和
50
年
● 
枚
方
市
駅
前
再
開
発
事
業
完

成

昭
和
51
年
● 

第
１
回
枚
方
ま
つ
り
（
15
ペ
ー

ジ
）

昭
和
57
年
● 

府
内
初
の
非
核
平
和
都
市
宣

言
● 

楠
葉
公
民
館
（
現
生
涯
学
習

市
民
セ
ン
タ
ー
）
オ
ー
プ
ン

医療機関併設型の病児保育
室は全国のモデルに。現在
は４カ所あり、働く親の強
い味方となっています。

築40年以上が経過した
現在、新たな総合文化
施設の整備に向けた検
討を進めています。

▲ 駅前広場が整備され百貨店も進出した枚方市駅前再開発事業（昭和50年）。

▲ 昭和40年代以降、宅地開発が進んで転入者が増
加し、子どもの数も急増しました。市は昭和40
年から20年かけて46の小・中学校を新設しまし
た。特に昭和45年以降は校舎の増築や学校の新
設が児童・生徒の増加に追い付かず、プレハブ
教室が急増。校庭の大半をプレハブ教室が占め
る学校もあるほどでした。

▲多くの買い物客でにぎわう昭和40年代の岡本町商店街。
▲ 昭和52年の選抜高校野球で、友好都市・中村市の中村高校が部員12人で準
優勝。市民会館大ホール前で祝賀歓迎会が行われました。

第１次オイルショック 大阪万博
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昭
和
58
年
● 

総
合
体
育
館
オ
ー
プ
ン

昭
和
63
年
● 

全
国
に
先
駆
け
知
的
障
害
者

の
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
事
業
を
ス

タ
ー
ト

平
成
元
年
● 

禁
野
火
薬
庫
爆
発
50
年
を
機

に
３
月
１
日
を
「
枚
方
市
平

和
の
日
」
に
制
定

平
成
4
年
● 

全
て
の
駅
周
辺
が
自
転
車
放

置
禁
止
区
域
に

平
成
５
年
● 

着
工
か
ら
15
年
に
及
ん
だ
枚

方
市
駅
高
架
化
工
事
が
完
成

平
成
７
年
● 

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被
災

者
支
援
と
し
て
救
援
対
策
室

を
設
置

● 

人
口
40
万
人
超
え
る

平
成
10
年
● 
市
内
全
域
で
高
度
浄
水
処
理

水
の
供
給
を
開
始

平
成
11
年
● 

市
内
６
大
学
と
市
民
、
行
政

が
連
携
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
す
「
学
園
都
市
ひ
ら
か

た
推
進
協
議
会
」
設
立

平
成
13
年
● 

枚
方
宿
鍵
屋
資
料
館
オ
ー
プ

ン

平
成
15
年
● 

枚
方
市
駅
・
樟
葉
駅
に
平
日

昼
間
と
土
曜
・
休
日
の
終
日

特
急
停
車

平成12年 介護保険法施行 阪神・淡路大震災

災害時の貴重な情報伝達手
段として、平成９年にはコ
ミュニティ放送局「エフエ
ムひらかた」を開局。

オゾンと活性炭による高度浄
水処理を導入。カビ臭はほぼ
100％なくなりました。

消費税導入

▲高架化 工事が進む枚方市駅（平成３年）。▲ 平成４年、全国高校ラグビーで初優勝した啓光学園（現・常翔啓光学園）が
枚方市駅前をパレード。その後東海大仰星高も優勝を果たし、枚方は「ラグ
ビーのまち」として知られるように。

▲ 枚方宿鍵屋資料館オープン当日の大名行列（平成13年）。今では
枚方宿周辺で町屋を生かしたおしゃれなカフェや雑貨店が増え、
買い物や音楽を楽しむイベントも定期的に開かれています。

▼ 平成24年３月１日、メッセージキャン
ドルに明かりを灯す「平和の燈火（あ
かり）」を実施。平和の大切さを伝え
続けています。
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平
成
17
年
● 

輝
き
プ
ラ
ザ
き
ら
ら
、
中
央

図
書
館
オ
ー
プ
ン

平
成
18
年
● 

関
西
医
科
大
学
附
属
枚
方
病

院
が
開
院

● 

津
田
サ
イ
エ
ン
ス
ヒ
ル
ズ
が

オ
ー
プ
ン

● 

下
水
道
普
及
率
が
90
％
を
超

え
る

平
成
19
年
● 

全
45
小
学
校
区
で
自
主
防
災

組
織
が
発
足

● 

市
制
施
行
60
周
年
を
記
念
し
て

「
桜
」
を
市
の
花
に
制
定

平
成
20
年
● 

新
火
葬
場
や
す
ら
ぎ
の
杜も
り

、

東
部
清
掃
工
場
オ
ー
プ
ン

平
成
21
年
● 

穂
谷
地
区
が
「
に
ほ
ん
の
里

１
０
０
選
」
に
選
ば
れ
る

● 
全
市
立
小
・
中
学
校
に
エ
ア

コ
ン
・
校
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
整
備

平
成
22
年
● 

第
二
京
阪
道
路
が
全
線
開
通

平
成
23
年
● 

東
日
本
大
震
災
の
発
生
を
受

け
災
害
復
興
支
援
基
金
を
設

置

平
成
24
年
● 

市
制
施
行
65
周
年

● 

健
康
医
療
都
市
ひ
ら
か
た
コ

ン
ソ
ー
シ
ア
ム
を
創
設

障害者自立支援法施行東日本大震災

病院・大学など市内13の医療関係機関でコ
ンソーシアム（共同事業体）を創設し、「健康
医療都市ひらかた」の実現を目指します。

▲ 「にほんの里100選」に選ばれた穂谷の里山。 ▲ 毎年４月の「さくらまつり」では桜並木を眺めながら天野川堤防を走る
人力車が人気です。

▲ 岩手県大槌町でガソリン給油を行う職員（平成23年４月）。東日
本大震災の被災地を支援するため枚方市支援本部を設置し、救援
物資の提供や職員の派遣などを行いました。

▼やすらぎの杜。

▲

第
二
京
阪
道
路
。
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