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＊表紙の『河内名所図会』には、彩色を施してあります
　（原本はモノクロ）

『河内名所図会』より「八尾御堂（大信寺）」
　正式名称は真宗大谷派八尾別院大信寺。八尾御坊とも
呼ばれる。慶長 12 年（1607）、本願寺の東西分立に端
を発し、久宝寺の寺内町を支配していた安井氏と森本行
誓ら民衆の間に対立が起こる。徳川家康の計らいにより、
森本行誓らは東本願寺第十二世住職の教如に寄進された
八尾荘（現在の八尾市中心部）に移住し、教如と共に大
信寺を建て、寺内町を形成した。

『河内名所図会』より「八尾の市」
　常光寺 ( 八尾市本町 ) 門前で開かれた市の様子が写実
的に描かれている。店先には傘や釜、器類のほか、海産
物なども並び、門前には人形芝居のやぐらが組まれ、賑
やかな様子が伝わってくる。

（表紙写真・上）

（表紙写真・下）
  『河内名所図会』享和元年（1801）刊

  秋里籬島・著　丹羽桃渓・画
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安
中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
は
、
二
〇
一
〇

年
五
月
六
日
（
木
）
に
開
館
一
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
れ
を
記
念
し
て
、
四
月
二
四
日
（
土
）、
旧
植
田

家
住
宅
の
座
敷
で
は
、
開
館
一
周
年
記
念
講
演
「
甚

兵
衛
と
大
和
川
～
付
け
替
え
が
も
た
ら
し
た
も
の

～
」
と
題
す
る
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
師
は
、
昨
年
度
も
大
和
川
付
け
替
え
に
関
す
る

お
話
し
を
し
て
い
た
だ
い
た
中
九
兵
衛
さ
ん
で
す
。

ご
存
知
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
中
さ
ん
の

ご
先
祖
様
は
大
和
川
付
け
替
え
に
一
生
を
さ
さ
げ
た

中
甚
兵
衛
で
、
九
兵
衛
さ
ん
は
そ
の
十
代
目
に
あ
た

る
方
な
の
で
す
。

　

昨
年
は
大
和
川
付
け
替
え
に
い
た
る
経
緯
や
、
そ

の
間
の
甚
兵
衛
の
活
動
な
ど
を
中
心
に
お
話
し
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
年
は
付
け
替
え
後
の
大
和

川
と
そ
の
周
辺
地
域
で
は
何
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
、
な
か
な
か
聞
く
機
会
が
少

な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
さ
て
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
、
大
和
川
が
付
け
替
え
ら
れ
た
後
、
本
当
に

水
害
が
な
く
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で

は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
新
川
の
北
側
の
堤
防
が
高

く
作
ら
れ
た
た
め
、
た
し
か
に
大
阪
市
中
に
水
害
は

少
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
新
川
が
運
ぶ
土
砂
に
よ
っ

て
、
河
口
付
近
な
ど
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
場
所
で

洪
水
が
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し

開 館 １ 周 年 記 念 講 演

「甚兵衛と大和川」
～付け替えがもたらしたもの～

中 九兵衛 氏（大和川歴史研究家）

2 0 1 0 . 4 . 2 4

　　　　　講演会
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た
。
逆
に
、
水
不
足
を
引
き
起
こ
し
た
地
域
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
住
吉
区
と
堺
市
の
間
に
あ
る
遠
里
小

野
、
松
原
と
八
尾
の
間
に
あ
る
若
林
、
東
住
吉
区
の

矢
田
、
平
野
区
の
長
吉
川
辺
や
瓜
破
南
な
ど
は
、
新

川
に
よ
っ
て
地
域
が
分
断
さ
れ
、
現
在
で
は
市
、
区

な
ど
の
行
政
区
分
す
ら
違
っ
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま

す
。

　

高
野
街
道
、
奈
良
街

道
、
熊
野
街
道
、
紀
州
街

道
と
い
っ
た
街
道
が
分

断
さ
れ
た
こ
と
も
大
き

な
変
化
と
言
え
ま
す
。
新

川
に
は
、
紀
州
街
道
に
大

和
橋
が
か
け
ら
れ
た
の

が
唯
一
の
公
儀
橋
（
※
）

で
、
そ
の
他
は
私
設
の
橋

し
か
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ

と
で
す
が
、
付
け
替
え
は

水
運
に
も
影
響
を
与
え

た
よ
う
で
す
。
分
断
さ
れ
た
川
は
も
ち
ろ
ん
、
残
っ

た
川
も
水
量
が
激
減
し
、
舟
が
通
れ
な
く
な
っ
た
の

で
す
。
そ
こ
で
、
新
た
に
十
三
間
堀
川
な
ど
が
掘
ら

れ
、
そ
こ
を
剣
先
舟
が
往
来
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
付
け
替
え
に
よ
っ
て
交
通
の
様

相
も
様
変
わ
り
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
も
っ
と
も
大
き
な
変
化
を
与
え
た
の

は
、
や
は
り
新
田
開
発
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
旧

大
和
川
（
現
長
瀬
川
・
玉
串
川
）
の
川
筋
に
新
田
が

開
発
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
せ
ん
が
、
東

除
川
、
西
除
川
、
大
乗
川
、
依
羅
池
（
よ
さ
み
い
け
）

の
あ
た
り
や
新
川
の
河
口
付
近
で
も
さ
か
ん
に
新
田

開
発
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た

日
本
で
は
、
新
田
開
発
は
国
土
を
増
や
す
絶
好
の
機

現在の大和川

吉
川

東
除
川

西
除
川

平野川
天
王
寺

住
吉

依羅池

恩
智
川

吉
田
川

菱
江
川楠

根
川

玉
櫛

川

久
宝
寺
川

八
尾

久
宝
寺

大
乗

川

大
和
川

大
坂
城

寝
屋
川淀

川

深野池

新開池

平
野

北

南

西 東

会
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
和
川
の
付
け
替
え
は
様
ざ
ま
な

形
で
大
坂
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
特
に
、
近
世
後

期
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
大
坂（
大
阪
）の
景
色（
景

観
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）
は
、
大
和

川
付
け
替
え
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

※
公
儀
橋

　

江
戸
幕
府
の
経
費
で
架
け
ら
れ
た
橋
。
江
戸
で
は
御
入
用

　

橋
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い

付け替え以前の大和川水系
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五
月
二
三
日（
日
）、

渋
川
神
社
で
毎
年
行

な
わ
れ
る
「
地
域
の

ふ
れ
あ
い
昔
あ
そ
び
」

が
雨
の
た
め
延
期
と

な
っ
た
。
Ｊ
Ｒ
八
尾

駅
前
商
業
協
同
組
合

主
催
の
、
昔
遊
び
が

体
験
で
き
る
こ
の
イ

ベ
ン
ト
は
、
今
年
で

第
七
回
目
だ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
去
年
と
同

様
「
チ
ャ
ン
バ
ラ
教
室
」
が
行
な
わ
れ
た
。
楽
し
く

分
か
り
や
す
い
と
大
好
評
だ
っ
た
昨
年
に
続
き
、
今

年
も
先
生
方
に
来
て
も
ら
っ
た
。

　

外
は
あ
い
に
く
の
雨
で
会
場
は
旧
植
田
家
住
宅
の

「
土
間
」。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
ん
と
も
最
高
の
舞
台

と
な
っ
た
！
江
戸
の
香
り
漂
う
植
田
家
の
主
屋
が
、

映
画
村
顔
負
け
の
時
代
劇
の
セ
ッ
ト
に
早
変
わ
り
。

江
戸
時
代
の
お
屋
敷
で
小
さ
な
剣
士
た
ち
が
、
剣
術

指
南
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
ま
ず
は
自
分
の
大
切
な
刀
を
作
り
ま
し
ょ
う
」

と
、
先
生
か
ら
新
聞
紙
を
手
渡
さ
れ
る
。
先
生
が
新

聞
紙
を
く
る
く
る
と
巻
い
て
い
く
と
、
あ
っ
と
い
う

間
に
見
事
な
刀
の
で
き
あ
が
り
。
子
ど
も
た
ち
も
見

よ
う
見
ま
ね
で
自
分
た
ち
の
刀
を
作
っ
て
い
く
。「
こ

れ
は
新
聞
紙
で
は
な
く
立
派
な
刀
で
す
。
む
や
み
や

た
ら
に
人
を
斬
っ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
」と
、

こ
こ
で
剣
術
の
心
得
を
伝
授
さ
れ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
刀
を
丁
寧
に
腰

に
携
え
、少
々
緊
張
気
味
に
稽
古
が
始
ま
っ
た
。「
刀

の
持
ち
方
」
か
ら
「
相
手
の
刀
を
飛
び
越
え
て
避
け

る
」
な
ど
の
高
等
な
技
ま
で
教
え
て
も
ら
い
、
小
さ

な
侍
た
ち
は
、
一
生
懸
命
に
覚
え
な
が
ら
そ
れ
ら
を

自
分
の
技
に
し
て
い
く
。

　
「
そ
れ
で
は
斬
ら
れ

方
も
覚
え
ま
し
ょ
う
」

と
先
生
。
子
ど
も
た
ち

は
一
人
一
人
、
声
を
出

し
な
が
ら
順
番
に
斬
ら

れ
る
演
技
を
し
て
い

く
。
最
初
は
み
ん
な
照

れ
て
い
た
が
、
徐
々
に

面
白
く
な
っ
て
き
た
の

か
、
自
分
な
り
の
ア
ド

リ
ブ
を
加
え
な
が
ら
迫
真
の
演
技
で
「
う
わ
ー
、
や

ら
れ
た
ー
！
」
と
叫
び
な
が
ら
斬
ら
れ
て
い
く
。
こ

れ
に
は
先
生
か
ら
も
大
き
な
拍
手
が
出
る
。

　

一
通
り
稽
古
が
終
わ
る
と
、「
せ
っ
か
く
な
の
で
、

こ
の
お
屋
敷
を
使
っ
て
み
ん
な
で
時
代
劇
を
し
ま

し
ょ
う
」
と
先
生
か
ら
提
案
が
。『
悪
者
た
ち
に
襲

わ
れ
て
い
る
村
人
を
正
義
の
味
方
が
助
け
る
』
と
い

う
即
興
の
物
語
を
全
員
で
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
ま
で
教
わ
っ
た
技
を
組
み
合
わ
せ
た
様
ざ
ま
な
パ

タ
ー
ン
の
殺
陣
を
打
ち
合
わ
せ
、
不
安
と
期
待
の

中
で
本
番
を
迎
え
る
。

　

時
は
元
禄
、
雨
の
植
田
家
。
悪
者
の
手
下
（
男

の
子
二
人
）が
村
人（
私
）を
脅
す
。「
お
ら
ー
！
さ
っ

さ
と
貸
し
た
金
を
返
し
な
！
」
と
、
役
に
入
り
込

み
迫
真
の
演
技
の
子
ど
も
た
ち
。「
誰
か
！
助
け
て

く
だ
さ
い
！
」
と
私
も
負
け
じ
と
演
技
。

　

す
る
と
、「
待
ち
な
さ
い
！
私
た
ち
が
相
手
よ
」

と
、正
義
の
味
方（
女
の
子
二
人
）の
登
場
。
教
わ
っ

た
い
ろ
ん
な
技
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
悪
者
相
手

に
戦
う
。
悪
者
た
ち
は
あ
っ
と
い
う
間
に
斬
ら
れ

て
退
散
。
斬
ら
れ
方
も
最
高
。
そ
こ
へ
悪
者
の
ボ

ス
（
女
の
子
）
が
登
場
。
か
な
り
手
強
い
相
手
だ
。

　

ヒ
ロ
イ
ン
二
人
と
ボ
ス
の
対
決
は
、
迫
力
満
点
。

三
人
共
、
難
し
い
殺
陣
を
こ
な
し
な
が
ら
戦
い
、

見
事
村
人
を
助
け
た
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
照
れ
な
が
ら

も
決
め
の
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
、
大
き
な
拍
手
を
受

け
た
。
み
ん
な
満
足
気
な
表
情
で
、
先
生
に
お
礼

を
言
っ
て
免
許
皆
伝
の

書
を
受
け
取
る
と
、
そ

の
免
許
皆
伝
書
を
手
に
、

先
生
た
ち
と
記
念
撮
影
。

小
さ
な
侍
た
ち
は
、
来

年
も
ま
た
楽
し
み
に
し

て
く
れ
て
い
る
。

 地 域 の ふ れ あ い 昔 あ そ び

チ ャ ン バ ラ
教 室

う
ゎ
～
、

や
ら
れ
た
…



― 7 ―

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
毎
月
第
三
日
曜
日
を
「
む

か
し
遊
び
の
日
」
に
し
て
い
ま
す
。
旧
植
田
家
と
い

う
格
好
の
遊
び
場
を
使
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
も
っ

と
昔
の
遊
び
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
今
年
の
五
月

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
は
日
に
よ
っ
て
変

わ
り
ま
す
が
、だ
い
た
い
二
名
で
行
な
っ
て
い
ま
す
。

遊
び
の
内
容
は
け
ん
玉
や
コ
マ
回
し
、
そ
し
て
ス

タ
ッ
フ
に
よ
る
紙
芝
居
の
上
演
で
す
。
け
ん
玉
は
私

が
経
験
者
な
の
で
、
基
礎
的
な
技
を
教
え
た
り
、
け

ん
玉
リ
レ
ー
な
ど
、
み
ん
な
で
参
加
で
き
て
よ
り
楽

し
い
競
技
の
開
発
に
も
日
々
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

む
か
し
遊
び
と
は
言
う
も
の
の
、

子
ど
も
た
ち
は
学
校
で
む
か
し
遊
び

の
授
業
が
あ
る
よ
う
で
、「
○
○
君

は
け
ん
玉
得
意
や
で
ー
」「
俺
、
三

分
コ
マ
回
せ
ん
ね
ん
！
」
な
ど
、
今

の
子
ど
も
た
ち
の
ほ
う
が
、
私
が
小

学
生
だ
っ
た
頃
よ
り
も
ず
っ
と
な
じ

み
が
あ
っ
た
こ
と
が
意
外
で
驚
き
ま

し
た
。

　

課
題
と
し
て
、
け
ん
玉
が
で
き
な

い
子
ど
も
に
ス
タ
ッ
フ
は
ど
う
や
っ

て
教
え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
す
が
、
こ

ま
か
く
教
え
る
ま
で
も
な
く
、
友
だ
ち
に
教
わ
っ
た

り
、
ち
ょ
っ
と
コ
ツ
を
教
え
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は

飲
み
込
み
が
早
く
て
あ
っ
と
い
う
間
に
お
皿
に
乗
せ

て
し
ま
い
「
み
て
ー
！
大
皿
の
っ
た
ー
！
！
」
と
、

は
し
ゃ
い
で
私
に
見
せ
に
き
て
く
れ
ま
す
。
そ
ん
な

子
ど
も
た
ち
を
見
て
、
私
も
負
け
な
い
よ
う
に
大
技

を
完
成
さ
せ
よ
う
と
日
々
努
力
し
て
い
ま
す
。

　

紙
芝
居
は
、
お
話
や
絵
だ
け
で
な
く
、
木
枠
も
す

べ
て
ス
タ
ッ
フ
の
手
作
り
で
す
。
ま
だ
一
作
品
し
か

な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
が
好
評
で
、
こ
れ
か
ら
も
増

や
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
と
の
接

し
方
に
は
ま
だ
馴
れ
な
い
の
で
す
が
、
顔
な
じ
み
の

子
が
で
き
て
「
あ
か
り
ち
ゃ
ー
ー
ん
！
」
と
声
を
掛

け
て
く
れ
る
の
は
と
て
も
う
れ
し
い
の
で
、
こ
れ

か
ら
も
も
っ
と
い
ろ
ん
な
子
ど
も
た

ち
と
仲
良
く
な
り
た
い
で
す
。
む
か

し
遊
び
を
通
じ
て
地
域
の
大
人
と
子

ど
も
た
ち
が
ふ
れ
あ
う
と
い
う
こ
と

は
、
と
て
も
温
か
く
て
大
切
だ
と
思

い
ま
し
た
。

　
　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
タ
ッ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　

萬
田　

明
花
里

む

か

し

遊

び

の

日

毎
月
第
三
日
曜
日
は
、
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六
月
二
日
（
水
）
か
ら
七
月
十
二
日
（
月
）
ま
で

の
期
間
、
旧
植
田
家
住
宅
の
展
示
室
で
は
「
大
和
川

付
替
え
関
連
展
示
」（
植
田
家
だ
よ
り
第
三
号
に
て

「
基
本
展
示
」
と
し
て
紹
介
）
が
再
び
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
こ
の
展
示
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
「
長

瀬
川
・
玉
串
川
沿
い
の
今
と
む
か
し
」
が
テ
ー
マ

で
、
長
瀬
川
と
玉
串
川
が
か
つ
て
旧
大
和
川
の
本
流

だ
っ
た
こ
ろ
の
流
域
を
示
し
た
大
き
な
地
図
が
展
示

さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
ま
た
地
図
に
は
、
現

在
と
す
こ
し
昔
の
新
田
地
域
の
様
子
が
わ
か
る
写
真

も
多
く
載
せ
ら
れ
、
自
分

た
ち
の
住
ん
で
い
る
お
馴

染
み
の
場
所
で
も
、
昔
の

姿
を
知
る
こ
と
で
意
外
な

発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

大
和
川
付
替
え
関
連
展

示
で
は
、
ほ
か
に
も
、
江

戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た

「
名
所
図
会
」
を
紹
介
し
、

そ
の
中
か
ら
八
尾
と
周
辺
地
域
に
関
す
る
記
事
が

い
く
つ
か
解
説
付
き
で
パ
ネ
ル
展
示
さ
れ
て
お
り
、

八
尾
の
史
跡
な
ど
を
江
戸
時
代
の
視
点
か
ら
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
今
回
は
『
河
内
名
所

図
会
』
を
は
じ
め
と
し
た
「
名
所
図
会
」
各
種
が
実

際
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
歴
史

に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

年
間
を
通
し
て
何
度
か
開
催
さ
れ
る
大
和
川
付

替
え
関
連
展
示
で
は
、
地
域
の
人
に
と
っ
て
な
じ

み
の
あ
る
大
和
川
、
長
瀬
川
、
玉
串
川
の
こ
と
が

た
く
さ
ん
展
示
さ
れ
ま
す
が
、
地
域
の
再
発
見
に

つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
展
示
に
関
連
し
て
、
六
月
二
七
日
（
日
）
旧

植
田
家
住
宅
の
座
敷
で
は
、
学
芸
員
の
宮
元
正
博

に
よ
る
講
座
「
名
所
図
会
に
み
る
八
尾
」
が
行
な

わ
れ
ま
し
た
。
梅
雨
時
期
の
休
日
、
天
候
に
も
恵

ま
れ
大
勢
の
人
が
参
加
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
名
所
図
会
」
と
は
、
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た

本
で
、
各
地
域
の
史
跡
、
名
勝
、
名
物
な
ど
に
つ

い
て
、
緻
密
な
挿
絵
と
と

も
に
解
説
さ
れ
た
も
の
で

す
。
今
で
い
う
観
光
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
性
格

を
持
ち
、
当
時
の
人
は
そ

れ
を
見
て
楽
し
ん
だ
り
、

持
っ
て
歩
い
た
り
、
娯
楽

と
し
て
使
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。
主
な「
名
所
図
会
」

に
は
『
河
内
名
所
図
会
』、

『
摂
津
名
所
図
会
』、『
大
和
名
所
図
会
』
な
ど
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
、
八
尾
や
周
辺
の
地
域
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
『
河
内
名
所
図
会
』
か
ら
、

特
に
八
尾
に
関
係
の
あ
る
記
事
が
今
回
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。

　

講
座
は
、「
名
所
図
会
と
は
？
」
と
い
う
話
か
ら

始
ま
り
、「
名
所
図
会
」
の
挿
絵
が
ど
れ
だ
け
正
確

に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
名
所
の
現
在
の
様
子
（
実
際
に
訪
れ
て
撮
っ

た
写
真
と
航
空
写
真
）
を
ス
ラ
イ
ド
で
紹
介
し
、
比

較
す
る
と
い
う
試
み
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
当
時
と
変
わ
ら
な
い
も
の
、
全
く
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
な
ど
が
鮮
明
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

今
回
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
教
興
寺
、
河
内
木
綿
、

業
平
朝
臣
河
内
通
ひ
、
高
安
千
塚
、
久
宝
寺
村
御
堂

顕
証
寺
、
下
太
子
勝
軍
寺
、
大
信
寺
、
八
尾
地
蔵
尊

常
光
寺
、
八
尾
市(

や
お
の
い
ち)

の
各
記
事
で
、

ど
れ
も
八
尾
に
縁
の
深
い
と
こ
ろ
ば
か
り
で
し
た
。

６
・
２
７ 

講
座

「
名
所
図
会
に
み
る
八
尾
」

大
和
川
付
替
え
関
連
展
示
＋
名
所
図
会

講
座
「
名
所
図
会
に
み
る
八
尾
」
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と
く
に
教
興
寺
の
よ
う
に
池
に
か
か
る
橋
の
位
置
が

現
在
と
少
し
違
っ
て
い
た
り
、「
図
会
」
に
描
か
れ

た
ま
ま
の
姿
の
顕
証
寺
の
様
子
や
、
倒
壊
の
た
め
に

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
な
っ
て
敷
地
の
面
積
も
変
化
し

た
大
信
寺
な
ど
、
実
際
の
風
景
を
と
お
し
て
、「
名

所
図
会
」
の
正
確
さ
や
面
白
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

学
芸
員
の
宮
元
は
「『
河
内
名
所
図
会
』
を
見
な

が
ら
、
八
尾
の
町
を
歩
い
て
み
る
こ
と
で
、
昔
か
ら

現
在
に
つ
な
が
る
歴
史
な
ど
が
わ
か
り
、
よ
り
い
っ

そ
う
郷
土
愛
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
講
座

を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。
な
お
『
河
内
名
所
図
会
』

な
ど
の
本
は
、
新
し
く
印
刷
さ
れ
た
も
の
が
図
書
館

に
行
け
ば
あ
る
そ
う
で
す
の
で
、
名
所
図
会
を
片
手

に
八
尾
の
町
を
散
策
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

『河内名所図会』より久宝寺村御堂顕証寺 「名所図会」に描かれた顕証寺の窓

「八尾の市」（表紙）に描かれて
いる常光寺門前の様子

スライドを見せながら解説する学芸員



― 10 ―

【
は
じ
め
に
】

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
一
〇
月
か
ら
企
画
展
「
植

田
家
と
大
坂
画
壇
」
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

京
都
画
壇
や
江
戸
画
壇
と
比
べ
る
と
、
な
じ
み
の
薄

い
大
坂
画
壇
で
す
が
、
人
的
交
流
を
含
め
た
大
坂
の

文
化
を
語
る
上
で
は
非
常
に
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ

で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

【
大
坂
画
壇
の
は
じ
ま
り
】

　

そ
の
は
じ
ま
り
は
近
世
初
期
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
に
入
り
、
大
坂
が
金

融
の
中
心
と
し
て
発
展
し
は
じ
め
る

と
、
そ
の
経
済
力
を
背
景
に
、
独
自

の
文
化
を
形
成
し
始
め
ま
す
。
中
で

も
、
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
は
出

版
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
井
原
西

鶴
の
『
好
色
一
代
男
』
以
降
、
数
多

く
の
本
が
出
さ
れ
た
「
浮
世
草
子
」
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
の
本
で
は
挿
絵
が
重
要
に
な
り
ま
す
が
、
初
期
大

坂
画
壇
の
作
家
は
こ
れ
ら
の
絵
を
手
掛
け
て
い
る
こ

と
が
多
く
、
重
要
な
活
躍
の
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
後
、
大
岡
春
卜
（
お
お
お
か
・
し
ゅ
ん

ぼ
く
）
や
吉
村
周
山
（
よ
し
む
ら
・
し
ゅ
う
ざ
ん
）

な
ど
は
、
流
派
と
い
え
る
よ
う
な
組
織
を
形
成
し
は

じ
め
、
安
定
し
た
支
持
者
を
得
て
い
き
ま
す
。

【
大
坂
画
壇
の
展
開
】

　

画
壇
の
展
開
が
多
様
化
し
て
い
く
と
、
狩
野
派
、

南
画
（
文
人
画
）
系
、
写
生
画
、
風
俗
画
と
い
っ
た

よ
う
に
、
様
ざ
ま
に
細
分
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
粉

本
主
義(

*1)

を
採
っ
た
狩
野
派
に
対
し
、
当
世
美

人
画
で
注
目
さ
れ
た
月
岡
雪
鼎
（
つ
き
お
か
・
せ
っ

て
い
）
な
ど
は
狩
野
派
か
ら
の
脱
却
を
は
か
り
、
大

坂
町
人
の
趣
向
に
あ
っ
た
作
品
を
作
出
し
て
い
き
、

森
派
を
形
成
し
た
森
狙
仙
（
も
り
・
そ
せ
ん
）
や
森

周
峰
（
も
り
・
し
ゅ
う
ほ
う
）
ら
は
、
独
自
の
写
生

画
風
の
様
式
を
確
立
し
て
い
き
ま
す
。
大
坂
画
壇
を

語
る
際
に
中
心
と
な
る
こ
と
が
多
い
木
村
蒹
葭
堂

（
き
む
ら
・
け
ん
か
ど
う
）
は
、
池
大
雅
に
教
え
を

受
け
た
南
画
系
の
作
家
で
、
大
坂
画
壇
の
発
展
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
で
す
。

【
植
田
家
と
大
坂
画
壇
】

　

植
田
家
に
伝
わ
っ
た
書
画
類
の
中
に
は
、
こ
の
大

坂
画
壇
に
連
な
る
作
家
の
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
大
坂
画
壇
と
言
え
ば
、
大
坂
三

郷(

*2)

の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
し

た
。
確
か
に
、
初
期
の
大
坂
画
壇
作
品
は
、
富
裕
層

の
多
く
居
住
し
た
三
郷
内
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
次
第
に
知
識
人
・
文
化
人
の

交
流
の
中
で
、
周
辺
地
域
に
も
伝
播
し
た
と
考
え
る

の
が
自
然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
植
田
家
の
歴
代

に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
作
品
群
は
、
彼
ら

の
文
化
的
素
養
の
高
さ
を
示
す
と
と
も

に
、
ど
の
よ
う
な
層
の
人
び
と
が
大
坂

画
壇
を
支
持
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
察
す
る
上
で
も
、
貴
重
な
資
料

と
な
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

*1 

粉
本（
お
手
本
）を
模
写
す
る
こ
と
で
先
人
の
技
術

を
学
ぶ
手
法
。

*2 

江
戸
時
代
の
大
坂
市
街
地
に
は
本
町
通
り
を
境
に
北

　
　
　
　
　
　

組
と
南
組
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
大
川
右
岸
（
天

　
　
　
　
　
　

満
宮
付
近
）
が
北
組
か
ら
分
か
れ
、
天
満
組
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

こ
の
地
域
を
総
称
し
て
大
坂
三
郷
と
呼
ぶ
。

植
田
家
と

　
　

「
大
坂
画
壇
」

 

・
展
示「
植
田
家
と
大
坂
画
壇
」

　
一
〇
月
一
日（
金
）～
一
一
月
二
九
日（
月
）

 

・
講
演
会
　
一
〇
月
一
七
日（
日
）
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◇
植
松
を
親
子
で
歩
い
て
！

　

六
月
一
九
日
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
主
催

で
催
さ
れ
た
、
ま
ち
な
み
再
発
見
「
う
え
ま
っ
ぷ
を

あ
る
く
」
～
親
子
で
歩
く
う
え
ま
っ
ぷ
～
に
小
四
の

息
子
と
参
加
し
ま
し
た
。
天
候
が
不
安
定
な
こ
と
も

あ
り
、
実
施
さ
れ
る
か
は
不
安
で
し
た
が
、
何
と
か

夕
方
ま
で
曇
り
空
な
が
ら
持
ち
こ
た
え
ま
し
た
。

　

午
前
九
時
に
Ｊ
Ｒ 

八
尾
駅
南
口
に
集
合
。
あ
い

に
く
の
天
気
予
報
の
た
め
に
参
加
者
は
少
な
か
っ
た

け
れ
ど
、
旧
植
田
家
住
宅
の
皆
さ
ん
の
説
明
を
独
り

占
め
状
態
で
聴
け
る
わ
が
息
子
は
満
足
げ
な
様
子
で

し
た
。
私
自
身
は
、
八
尾
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推

進
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
龍

華
コ
ミ
セ
ン
に
勤
務
し

て
お
り
、
周
辺
は
知
っ

て
い
る
つ
も
り
。
で
も

休
日
に
マ
ッ
プ
作
り
に

携
わ
っ
て
い
る
方
た
ち

と
一
緒
に
ゆ
っ
く
り
と
、

そ
し
て
ゆ
っ
た
り
と
歩

く
こ
と
は
格
別
な
気
分

で
し
た
。

　

さ
て
、
植
松
探
訪
の

様
子
を
少
し
ご
紹
介
し

ま
す
。
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
南

西
側
の
駐
車
場
付
近
、

遠
い
昔
に
大
和
川
が
付

け
替
え
ら
れ
て
新
田
が

開
発
さ
れ
る
前
に
当
地

を
流
れ
て
い
た
旧
大
和

川
の
堤
の
名
残
が
あ
る

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
旧
龍
華
市
場
跡
へ
と
進
み
、
生
活
の
移
ろ

い
を
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
コ

ミ
セ
ン
付
近
を
通
り
旧
奈
良
街
道
へ
と
進
み
、
街
道

を
東
へ
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
ま
ち
な
み
を
歩
き
ま

す
。
い
つ
も
な
が
ら
感
じ
る
の
で
す
が
、
常
夜
灯
や

お
地
蔵
さ
ん
な
ど
た
く
さ
ん
の
歴
史
的
な
遺
産
が
日

常
生
活
に
溶
け
込
み
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
に

「
や
す
ら
ぎ
」
を
感
じ
ま
す
。
日
常
生
活
を
大
事
に

し
な
が
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
遺
産
が
こ

れ
か
ら
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
わ
ず
に
い

ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
渋
川
神
社
で
は
悠
久
の
時

間
を
経
た
ク
ス
ノ
キ
に
元
気
を
も
ら
い
、
旧
植
田
家

住
宅
に
到
着
し
ま
し
た
。
ま
た
ぜ
ひ
と
も
こ
の
よ
う

な
企
画
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

あ
っ
、
そ
う
そ
う
、
わ
が
息
子
の
感
想
を
忘
れ
て

い
ま
し
た
。

「
雨
の
予
報
で
参
加
す
る
人
は
少
な
か
っ
た
け
ど
、

う
え
ま
つ
ぷ
を
あ
る
く
２

親
子
で
歩
く
う
え
ま
っ
ぷ

晴
れ
て
よ
か
っ
た
！
一
番
び
っ
く
り
し
た
ん
は
、
お

地
蔵
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い
居
て
は
っ
た
こ
と
で
す
。
そ

れ
と
昔
の
町
み
た
い
な
家
が
ま
だ
い
っ
ぱ
い
残
っ
て

い
た
こ
と
で
す
。」

　
　
　

八
尾
市
刑
部
在
住　

福
島　

英
彦　

四
四
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
介　
　

九
歳
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【
前
途
多
難
？
】

　

前
回
書
い
た
「
開
墾
」
も
無
事
終
え
、
今
で
は
畑

に
植
え
ら
れ
て
い
る
勝
間
南
京
（
こ
つ
ま
な
ん
き

ん
）、
毛
馬
き
ゅ
う
り
、
玉
造
黒
門
越
瓜
（
く
ろ
も

ん
し
ろ
う
り
）
が
小
さ
な
実
を
つ
け
始
め
て
い
る
。

天
候
不
順
の
為
か
、
少
々
発
育
は
遅
れ
気
味
で
は
あ

る
も
の
の
、
順
調
に
緑
の
葉
を
茂
ら
せ
て
い
る
。
ま

た
、
プ
ラ
ン
タ
ー
な
ど
で
は
、
河
内
木
綿

や
吹
田
慈
姑
（
く
わ
い
）
も
元
気
に
育
っ

て
い
る
。

　

し
か
し
、今
年
は
害
虫（
特
に
ナ
メ
ク
ジ
）

の
被
害
が
多
く
、
新
芽
が
出
て
も
、
翌
朝

に
は
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
状
態
が
続
い
た
。

前
も
っ
て
害
虫
対
策
と
し
て
、
子
ど
も
た

ち
の
手
も
借
り
、
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
・
プ
ラ

ン
ツ
（
※
）
と
し
て
ネ
ギ
を
同
時
に
植
え

て
い
た
の
だ
が
、
ナ
メ
ク
ジ
に
は
ま
っ
た

く
効
果
が
な
か
っ
た
様
子
。
結
局
、
駆
除

剤
（
ト
レ
ー
に
入
れ
て
仕
掛
け
て
お
く
も

の
）
を
使
用
し
た
と
こ
ろ
、
多
少
で
は
あ

る
が
被
害
は
防
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、年
末
に
予
定
し
て
い
る
「
も
ち
つ
き
大
会
」

用
の
「
き
な
粉
」
を
自
家
製
に
し
よ
う
と
、
八
尾
の

特
産
品
で
も
あ
る
枝
豆
も
今
年
は
育
て
て
い
る
。

　

※
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
・
プ
ラ
ン
ツ
（
共
存
作
物
、共
栄
作
物
）

　
　

植
物
同
士
が
お
互
い
の
成
長
を
助
け
る
植
物
の
こ
と

【
農
作
業
の
先
輩
】

　

野
菜
を
育
て
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
全
く
の
素
人

で
あ
る
た
め
、
農
作
業
の
先
輩
で
あ
る
当
施
設
の
学

芸
員
の
指
導
の
も
と
、
日
々
汗
を
か
く
。

　

他
の
野
菜
は
、
ハ
チ
な
ど
の
昆
虫
が
手
助
け
し
て

く
れ
る
の
に
対
し
、
勝
間
南
京
は
雌
花
が
咲
く
と
、

朝
の
早
い
時
間
に
そ
の
日
に
咲
い
た
雄
花
の
お
し
べ

と
雌
花
の
め
し
べ
を
軽
く
つ
け
、
人
工
授

粉
す
る
必
要
が
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
を
見
な

が
ら
試
み
た
が
、
う
ま
く
授
粉
で
き
た
か

ど
う
か
は
今
の
時
点
で
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
来
月
あ
た
り
立
派
な「
坊
ち
ゃ
ん
た
ち
」

が
で
き
る
の
を
楽
し
み
に
、
こ
の
梅
雨
時

期
の
手
入
れ
に
精
を
出
す
こ
と
に
し
よ
う
。

 《ウリを使った簡単レシピ》

 瓜と豚肉のハチミツ煮
 ◎材料（2 人分）
 ・豚バラ  150g　・瓜  1 本　・しょう油   大 3
 ・ハチミツ  大 2　・だし汁 300ml　・サラダ油  少々
 ※ミリンの代わりにハチミツを使ってコクとうまみを
 プラス♪

 ①瓜の種と皮を除き、豚肉とウリを適当な大
　きさに切る。
 ②ナベに油をひき、豚肉を炒め、色が変わっ
　 てきたら瓜をいれ、一緒に炒める。
 ③だし汁をいれ、沸騰してきたら中火にし、
　 しょう油とハチミツをいれ、やわらかくな
　 るまで煮る。
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
で

は
毎
回
、
植
松
に
関

す
る
場
所
や
ひ
と
を

訪
ね
て
、
そ
の
魅
力

を
探
り
ま
す
。
今
回

は
第
一
回
目
と
し
て
、「
八
尾
の
玄
関
口
」
で
も
あ

る
レ
ト
ロ
な
駅
舎
の
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
を
訪
ね
、
駅
長

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

 　

朝
の
ラ
ッ
シ
ュ
が
終
わ
り
、
な
お
活
気
に
満
ち

た
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
の
職
場
に
突
然
お
邪
魔
さ
せ
て
頂

い
た
。
対
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
当
直
駅
長
の

浦
木
資
夫
さ
ん
（
写
真
）。
早
速
、
植
松
の
印
象
に

つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

　
「
古
い
ま
ち
並
み
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
の
が
好

い
で
す
ね
」
と
浦
木
さ
ん
。「
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
は
北
口

と
南
口
で
は
趣
が
大
き
く
違
い
ま
す
。
北
側
は

工
場
の
名
残
が
あ
っ
て
、
古
い
ホ
ー
ム
を
挟
ん

で
、
南
側
に
は
古
民
家
な
ど
の
古
い
ま
ち
並
み

が
あ
り
ま
す
。
昔
の
写
真
な
ど
を
見
て
も
、
そ

の
印
象
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
ね
」。

　

丁
寧
に
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
り
「
都
市
開

発
な
ど
で
昔
の
風
景
が
失
わ
れ
て
い
く
の
は
寂

し
い
。
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
場
所
を
ぜ
ひ
と
も

残
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
…
。
あ
と
歴
史
と
同
時

に
技
術
継
承
も
必
要
で
す
ね
」
と
、
貴
重
な
ご

意
見
も
頂
戴
し
た
。
取
材
の
後
、
撮
影
に
も
快

く
応
じ
て
頂
き
、
こ
の
ま
ち
の
ひ
と
の
ぬ
く
も

り
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
回
取
材
を
通
し
て
〝
変
わ
ら
ぬ
も
の
の
良

さ
〟
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。
皆
様
も
ぜ
ひ

一
度
こ
の
「
古
き
良
き
ま
ち
並
み
」
を
訪
ね
て

み
て
く
だ
さ
い
。

植
松
の
ま
ち
・
ひ
と

　　　「古いまち並み、
　　　今でも残っているのが好いですね」

第
一
回

八
尾
の
玄
関
口
～
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
～

浦木資夫さん

※お忙しい中、取材にご協力いただき、有難うございました。
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旧
植
田
家
住
宅
の
最

寄
り
駅
、
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅

南
口
前
に
は
花
壇
が
あ

り
、
季
節
ご
と
の
花
々

が
利
用
者
の
目
を
楽
し

ま
せ
て
い
る
。

　

Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
前
商
業

協
同
組
合
が
中
心
と
な

り
、「
植
松
の
ま
ち
づ
く

り
を
考
え
る
会
」
や
Ｊ
Ｒ
、
市
の
土
地
整
備
、
八
尾
土

木
の
職
員
の
方
が
た
の
協
力
の
も
と
、
初
夏
に
河
内
木

綿
の
植
え
付
け
を
し
た
。

　

河
内
木
綿
は
昨
年
に
続
き
二
年
目
。
昨
年
は
旧
植
田

家
に
来
た
子
ど
も
た
ち
と
共
に
何
度
か
収
穫
作
業
を

し
、今
後
の
体
験
学
習
用
に
約
２
㎏
の
実
綿
を
頂
い
た
。

今
年
の
苗
は
そ
の
種
か
ら
育
て
た
も
の
で
、
駅
前
花
壇

だ
け
で
な
く
、
旧
植
田
家
の
庭
や
商
店
街
お
よ
び
周
辺

住
民
の
方
が
た
、
龍
華
コ
ミ
セ
ン
、
市
役
所
西
館
な
ど
、

関
係
者
た
ち
の
手
を
経
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
も
広

が
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
か
ら
成
長
し
、
夏
に
は
可
憐
な
黄
色
い
花
が
咲

き
、
九
月
頃
に
は
次
々
と
白
い
綿
が
吹
き
始
め
る
だ
ろ

う
。
駅
前
の
小
さ
な
花
壇
か
ら
始
ま
っ
た
河
内
木
綿
作

①
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
前
花
壇

       
ト
ピ
ッ
ク
ス

り
が
、
人
か
ら
人
の
手
を
経
て
広
が
っ
た
よ
う
に
、
人

と
の
つ
な
が
り
も
広
げ
つ
つ
あ
る
。

　
『
旧
植
田
家
住
宅
だ
よ
り
』
前
号
（
第
四
号
）
掲
載

記
事
「
お
ひ
な
さ
ん
の
歴
史
」
で
紹
介
し
た
「
お
ひ
な

さ
ん
募
集
の
お
知
ら
せ
」
を
受
け
、
先
日
、
旧
植
田
家

住
宅
に
寄
贈
し
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。

　

今
回
ご
連
絡
く
だ
さ
っ
た
の
は
当
施
設
の
ご
近
所
に

お
住
ま
い
の
方
で
、
ご
家
族
の
同
意
も
得
た
と
い
う
雛

人
形
を
早
速
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。「
せ
っ
か
く
あ
る

の
に
出
さ
ず
に
眠
ら
せ
て
お
く
の
は
も
っ
た
い
な
い
。

有
効
活
用
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
雛
人
形
は
七
段
飾
り

の
非
常
に
豪
華
な
も
の
。
ス
タ
ッ
フ
は
一
点
ず
つ
状
態

を
確
認
し
た
。
お
ひ
な
さ
ん
は
、
手
続
き
を
済
ま
せ
た

後
、
来
年
か
ら
飾
ら
れ
る
予
定
。

　

な
お
、
今
回
の
募
集
は
特
別
な
も
の
だ
が
、
旧
植
田

家
住
宅
で
は
、
昔
の
植
松
を
知
る
写
真
、
資
料
お
よ
び

情
報
提
供
を
受
け
付
け
て
い
る
。

②
お
ひ
な
さ
ん
寄
贈
！

寄贈されたおひなさん

河内木綿の苗を植えている様子
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安中新田会所跡旧植田家住宅へは公共の交通機関をご利用ください

● JR 大和路線八尾駅下車　
　南出口より東へ徒歩 3 分
●近鉄大阪線八尾駅から
　近鉄バス藤井寺駅前行
　JR 八尾駅前バス停下車　
　南東へ徒歩 6 分
●八尾市植松町 1-1-25
● 072-992-5311

※当施設に駐車場はございません

開館時間：午前 9 時～午後 5 時
　　　　    （入館は午後 4 時 30 分迄）
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