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い
ず
み
さ
の
昔
と
今 

第
320
回

　

 「
収
穫
す
る
〜
秋
祭
り
〜
」

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力ください

レイクアルスタープラザ・レイクアルスタープラザ・
カワサキ歴史館いずみさのカワサキ歴史館いずみさの
☎469-7140 Fax469-7141☎469-7140 Fax469-7141
休館日休館日　　月曜日、毎月最終木月曜日、毎月最終木
曜日（いずれも祝日の場合は曜日（いずれも祝日の場合は
開館し、その翌日が休館）開館し、その翌日が休館）
開館時間開館時間
午前9時～午後5時午前9時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）（入館は午後4時30分まで）
入館料入館料　無料　無料

「日本遺産」に追加認定された「荒波を越えた男たちの夢が紡い
だ異空間 ～北前船寄港地・船主集落～」のストーリーを構成す
る泉佐野市の文化財等を紹介します。

問合先　文化財保護課

 日本遺産・北前船文化を巡る⑥
～食野家邸宅跡（食野宅跡碑）～

　食野（めしの）家邸宅跡は、江戸時代に北前船や廻船業で財をなした豪商食野家
の本宅跡です。現在もその跡地の一部は、第一小学校の敷地として残っています。
小学校が開校した当初は、まだ食野家邸宅の建物の一部が小学校の校舎として利用
されていました。現在は、もうその建物は残っていませんが、学校前に「食野宅跡
碑」と当時の井戸枠が設置され、解説板でその面影を伝えています。また正門を入っ
てすぐのところにある松は、食野家の松だと伝えられています。
　食野家は江戸時代の長者番付では鴻池、
三井と並び称され、また井原西鶴の「日本
永代蔵」にも登場、落語「莨（たばこ）の火」
や佐野くどきの音頭になるほどで、今も本
宅跡のある「佐野町場」は北前船の船主集
落として、独特の町並みが味わえます。

▲唐箕（館蔵）

　

５
月
21
日
㈯
か
ら
約
３
ヵ
月
間

に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
る
、
歴
史
館

い
ず
み
さ
の
春
季
企
画
展
「
耕
す
・

育
て
る
・
収
穫
す
る
」
に
関
連
し

て
、
３
回
目
の
最
終
回
で
あ
る
今
回

は
「
収
穫
す
る
」
に
注
目
し
て
い
き

ま
す
。

　

展
示
の
最
後
を
締
め
く
く
る
こ

の
エ
リ
ア
で
は
、
長
い
柄
を
持
つ
た

め
し
ゃ
が
ま
ず
に
稲
刈
り
が
で
き

る
「
稲
刈
機
」
や
稲
の
穂
先
か
ら
も

み
を
外
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
「
千

歯
こ
き
」、
風
の
力
を
用
い
て
も
み

が
ら
と
、玄
米
を
選
別
す
る
「
唐
箕
」

を
は
じ
め
と
し
た
稲
の
収
穫
か
ら

脱
穀
に
か
け
て
使
用
さ
れ
る
農
具

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
回

は
、「
収
穫
」
に
関
す
る
行
事
に
つ

い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

収
穫
の
際
に
行
わ
れ
る
行
事
で

一
番
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
秋
祭
り

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
秋
祭
り
と

は
、
春
に
行
わ
れ
る
豊
作
を
祈
願
す

る
春
祭
り
と
対
の
形
と
な
り
、
農
作

物
の
収
穫
を
神
に
感
謝
す
る
祭
の

事
を
言
い
ま
す
。
旧
暦
の
９
月
〜
11

月
（
現
在
の
10
月
〜
12
月
）
に
か
け

て
行
わ
れ
て
お
り
、
神
饌
や
お
神
酒

で
田
の
神
様
を
も
て
な
し
て
い
ま

し
た
。
こ
の
田
の
神
様
は
、
秋
祭
り

が
終
わ
る
と
山
へ
帰
り
「
山
の
神
」

と
な
り
、
春
に
な
る
と
「
田
の
神
」

と
な
り
、
ま
た
村
に
下
り
て
き
て
く

れ
ま
す
。
名
前
が
違
い
ま
す
が
、
実

は
同
一
の
神
様
な
の
で
す
。

　

そ
ん
な
秋
祭
り
の
一
つ
が
「
だ
ん

じ
り
祭
り
」
で
す
。
だ
ん
じ
り
祭
り

の
一
つ
の
起
源
と
し
て
、
岸
和
田
藩

３
代
目
藩
主
岡
部
長
泰
が
岸
和
田

城
内
の
三
の
丸
神
社
に
京
都
の
伏

見
稲
荷
大
社
を
勧
請
し
、
稲
荷
祭
を

行
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
伏
見
稲
荷
大
社
は
五

穀
豊
穣
の
神
と
し
て
有
名
で
あ
り
、

ま
た
狐
は
神
の
使
い
、
つ
ま
り
田
の

神
の
使
い
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
稲
荷

祭
が
起
源
と
す
れ
ば
、「
だ
ん
じ
り

祭
り
」
も
秋
祭
り
の
一
つ
で
あ
り
、

収
穫
祭
の
一
面
が
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

二
つ
目
の
収
穫
に
関
す
る
行
事

は
、「
ア
エ
ノ
コ
ト
」
で
す
。
こ
の

行
事
は
、
石
川
県
奥
能
登
で
12
月
に

行
わ
れ
る
霜
月
祭
の
一
つ
で
す
。
農

家
の
主
人
が
祭
事
の
中
心
と
な
っ

て
、
田
の
神
様
を
家
に
迎
え
入
れ
、

目
に
は
見
え
な
い
神
様
を
そ
の
場

に
い
る
よ
う
に
食
事
や
お
風
呂
で

お
も
て
な
し
を
し
、
２
月
に
神
送

り
を
行
う
と
い
う
行
事
で
す
。
古
く

は
、
収
穫
祭
は
霜
月
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
収
穫

祭
を
奉
仕
す
る
に
適
し
た
精
神
状

態
に
な
る
た
め
に
、
１
ヵ
月
以
上
の

長
い
物
忌
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
為
で
す
。
ま
た
宮
中
祭
祀

で
あ
る
「
新
嘗
祭
」
も
こ
の
霜
月
祭

り
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
日
本
古
来

の
収
穫
祭
り
は
こ
の
時
期
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

時
代
が
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
も
変
わ
っ
て
い

き
ま
す
。
し
か
し
、
先
人
が
繋
い
で

き
た
知
恵
や
思
い
は
連
綿
と
受
け

継
が
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん

な
受
け
継
が
れ
て
き
た
知
恵
の
一

つ
を
、
民
具
を
通
し
て
こ
の
企
画
展

で
感
じ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で

す
。

▶第一小学校前にある
「食野宅跡碑」と井戸枠

▶
食
野
宅
跡
碑
と
井
戸
の解

説
板
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