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展示のご案内

　新しい時代への不安と期待が入り混じる、幕末・明治維新期。植田家の人びと

は、その時代をどのようにとらえ、どのように過ごしていたのか。

　維新の英雄たちが華々しく活躍する舞台裏で、様々な人たちと交流をもち、

地域の政治家、知識人として、新時代を切り開こうとした植田家の痕跡を、

残された書画類から読み取ります。

※休館日はＰ１５をご覧ください

夏季企画展

「書画に見る植田家の幕末・明治維新」
2012年7月5日（木）─9月2日（日）
◇前期（7/5～8/5）・後期（8/6～9/2）一部展示替え
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表紙写真

「木綿の花 - 8 月下旬 -」

　かつて八尾は河内木綿の一大産地でした。河内木綿
は江戸から明治の初め頃まで大坂の産業を支えまし
た。5 月頃に植えられた木綿は、8 月頃に黄色い花を
咲かせ、やがて 9 月を過ぎると白い実綿が吹きだし
ます。現在、旧植田家住宅でも栽培しています。
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◇
講 
座「
な
に
わ
の
高
品
質
野
菜 

誕
生

　
の
立
役
者
〝
大
和
川
の
付
け
替
え
〟」

　

今
年
度
最
初
の
講
座
は
、
な
に
わ
の
伝
統
野
菜

応
援
団
の
団
長
で
、
農
学
博
士
の
森
下
正
博
氏

に
「
野
菜
」
に
つ
い
て
お
話
し
て
頂
い
た
。
旧
植

田
家
住
宅
で
も
お
な
じ
み
の
野
菜
だ
が
、
何
や
ら

一
見
関
連
の
な
さ
そ
う
な
「
野
菜
と
大
和
川
」
と

い
う
テ
ー
マ
。
実
は
今
日
の
私
た
ち
の
食
卓
に
ま

で
つ
な
が
る
、
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
。

　

現
在
お
店
な
ど
に
並
ぶ
野
菜
は
、
純
日
本
産
の

も
の
が
少
な
く
（
四
～
五
種
く
ら
い
）、
元
は
海

外
か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
た
も
の
を
長
い
年
月
を

か
け
、
各
地
で
根
付
か
せ
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
そ

の
た
め
、
地
域
に
よ
っ
て
は
同
じ
種し

ゅ

の
野
菜
で
も
、

形
や
食
感
、
味
な
ど
に
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
茄

子
は
、
西
の
方
で
は
長
茄
子
で
あ
る
が
東
に
行
け

ば
卵
形
の
も
の
が
主
流
で
あ
る
と
か
、
蕪
は
信
州

か
ら
東
の
方
は
西
洋
型
で
西
で
は
日
本
型
の
も
の

が
栽
培
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
同
じ
国
内
で
も
様
々

な
違
い
が
あ
る
（
ネ
ギ
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
そ

の
違
い
が
良
く
わ
か
る
）。

　

そ
こ
で
、
独
自
の
進
化
を
遂
げ
た
野
菜
の
例
と

し
て
「
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
」
が
取
り
上
げ
ら
れ

た
。
か
つ
て
「
天
下
の
台
所
」
と
呼
ば
れ
た
大
坂

の
地
に
は
、
実
に
多
種
多
様
な
野

菜
が
在
っ
た
。
現
在
は
、
戦
後
の

品
種
改
良
や
農
地
の
宅
地
化
、
食

生
活
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
ほ
と

ん
ど
栽
培
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、

地
域
独
特
の
歴
史
や
伝
統
を
持
つ

高
品
質
な
野
菜
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
高
品
質
と
い
う
の
は
、
い
わ

ゆ
る
「
食
感
が
良
く
て
形
の
そ
ろ
っ

た
き
れ
い
な
野
菜
」
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。
実
際
、
地
域
特
有
の

伝
統
野
菜
は
、
そ
ろ
い
が
悪
く
、

味
も
様
々
で
あ
る
と
い
う
の
が
基
本
だ
そ
う
で
、

そ
の
代
わ
り
に
種し

ゅ

が
強
く
、
ま
た
色
々
な
料
理
に

使
え
る
と
い
う
意
味
で
高
品
質
な
の
で
あ
る
。

　

な
に
わ
の
伝
統
野
菜
は
、
水
源
に
恵
ま
れ
た
大

伝
統
野
菜
と
大
和
川

坂
な
ら
で
は
の
も
の
で
、
特
に
大
和
川
の
付
け
替

え
以
降
、
大
き
く
栄
え
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
、

付
け
替
え
後
の
新
田
開
発
に
よ
っ
て
土
壌
が
開
か

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
大
和
川
の
土
は
柔
ら
か
い
た

め
収
穫
に
適
し
て
い
た
り
、
砂
の
多
い
土
は
害
が

出
に
く
い
そ
う
だ
。
ま
た
連
作
が

可
能
と
な
っ
た
り
、
大
和
川
の
水

運
に
よ
る
流
通
の
便
に
加
え
て
、

大
坂
独
自
の
多
様
な
文
化
と
人
び

と（
地
域
性
）に
よ
っ
て〝
進
化
〟し
、

〝
深
化
〟
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

現
在
、「
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
」

を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が

大
阪
府
内
で
起
こ
り
、
現
時
点
で

十
七
種
類
の
野
菜
が
認
証
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
町
お
こ
し
や
経
済
・

産
業
の
発
展
に
も
寄
与
し
、
食
品

の
開
発
、
グ
ッ
ズ
の
販
売
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
開

催
さ
れ
て
い
る
。
活
気
あ
る
大
阪
の
文
化
が
、
肥

沃
な
土
壌
と
水
源
、
そ
し
て
多
様
な
食
文
化
に
支

え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
日
の
私
た

ち
の
食
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
も
う
一
度
見
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

5 月
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◇
文
学
に
見
る
八
尾「
八
尾
と
中
世
文
学

　
　
―
聖
徳
太
子
伝
の
世
界
か
ら
―
」

　　

毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
「
八
尾
再
発
見
！
文

学
に
見
る
八
尾
」。
今
年
は
今
東
光
を
い
っ
た
ん

お
休
み
し
て
、
関
西
大
学
か
ら
大
島
薫
教
授
（
日

本
中
世
文
学
）
を
お
招
き
し
、
中
世
文
学
の
中
に

登
場
す
る
八
尾
に
つ
い
て
お
話
し

い
た
だ
い
た
。

　

今
回
の
講
座
の
ポ
イ
ン
ト
を
一

言
で
い
う
と
、「
中
世
の
八
尾
は
先

進
地
域
だ
っ
た
！
」
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
古
臭
い
慣
習
の
都（
大
和
）

に
対
し
て
、
新
し
い
気
風
を
積
極

的
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
八
尾
（
河

内
）
と
い
う
構
図
だ
。
講
座
の
冒
頭

で
出
て
き
た
、
伊
勢
物
語
の
「
河
内

の
女
」
は
田
舎
く
さ
い
ダ
メ
女
で
は

な
く
、
自
立
し
た
し
っ
か
り
者
の
女

主
。「
大
和
の
女
」
は
慣
習
に
従
う
古
典
的
な
お

嬢
様
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ぁ
、
ど

ち
ら
が
好
み
か
は
人
に
よ
る
が
…
…
と
、
こ
ん
な

話
を
し
て
い
る
と
誌
面
が
足
り
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
本
題
に
戻
そ
う
。
つ
ま
り
、
歴
史
の
メ
タ

フ
ァ
ー
と
し
て
こ
の
文
学
を
と
ら
え
た
時
、「
男
」

の
「
河
内
の
女
」
へ
の
冷
た
い
目
線
は
、
肥
沃
な

土
壌
を
持
ち
、
新
た
に
経
済
力
を
持
と
う
と
し
て

い
る
新
興
の
土
地
に
住
む
人
び
と
へ
の
都
の
人
び

と
の
気
持
ち
で
は
な
か
っ
た
か
と

い
う
こ
と
だ
。

　

ま
た
、
こ
ち
ら
は
よ
く
言
わ
れ

て
い
る
こ
と
だ
が
、
聖
徳
太
子
の

伝
記
か
ら
考
え
ら
れ
る
太
子
信
仰

は
旧
来
の
神
道
と
新
し
く
入
っ
て

き
た
仏
教
の
ぶ
つ
か
り
合
い
の
中

で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
一
大
決
戦
地
と
し
て
名
を

残
す
の
が
八
尾
だ
。
そ
う
見
る
と

確
か
に
、河
内
と
い
う
地
域
は
「
時

代
が
変
わ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
養
う

土
壌
と
な
っ
た
」
と
大
島
氏
が
語
る
通
り
、
先
進

地
域
で
あ
る
。

　

よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
中
世
の
河
内
が
現

在
の
大
阪
府
の
中
で
先
進
地
域
だ
と
言
う
の
は
当

た
り
前
の
話
だ
。
聖
徳
太
子
の
時
代
、
今
の
大
阪

市
内
の
大
半
は
ま
だ
海
に
沈
ん
で
い
て
、
東
か
ら

西
へ
平
野
が
広
が
っ
て
い
る
最
中
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
文
化
と
い
う
も
の
は
古
い
土
地
か
ら
新

し
い
土
地
へ
伝
播
し
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
つ
ま

り
、
文
化
も
東
（
奈
良
）
か
ら
西
（
河
内
）
へ
伝

わ
っ
て
い
く
の
が
自
然
な
流
れ
な
の
だ
。「
な
る

ほ
ど
！
」
と
納
得
さ
れ
た
河
内
人
の
皆
さ
ま
は
、

自
分
た
ち
の
住
む
土
地
が
大
阪
の
文
化
の
母
体
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
ぜ
ひ
と
も
誇
り
を
持
っ
て

い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
個
人
的
な
感
想
だ
が
、
伊
勢
物

語
の
「
男
」
と
「
女
」
の
話
は
実
に
面
白
く
聞
か

せ
て
い
た
だ
い
た
。
世
の
中
に
は
基
本
的
に
男
と

女
し
か
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
半
の
男
に

は
女
心
が
わ
か
ら
な
い
。
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。

文
学
に
は
歴
史
の
メ
タ
フ
ァ
ー
だ
け
で
な
く
、
男

と
女
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

ん
な
当
た
り
前（
？
）の
こ
と
も
貴
重
な「
再
発
見
」

の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

宮
元
正
博
）

八
尾
と
中
世
文
学

6 月
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開
館
四
年
目
を
迎
え
た
安
中
新
田
会
所
跡 

旧
植

田
家
住
宅
に
は
、
こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
方
々
が

見
学
に
訪
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
事
前
に
予
約

が
あ
っ
た
団
体
や
学
校
園
の
見
学
・
行
事
で
は
、

ス
タ
ッ
フ
が
建
物
の
ガ
イ
ド
を
行
な
っ
て
お
り
、

好
評
を
頂
い
て
い
ま
す
。

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
五
月
か
ら
、
そ
の
ガ
イ
ド

を
務
め
る
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
」
を
養
成
す

る
た
め
の
講
座
が
開
講
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
度

の
募
集
は
す
で
に
終
了
し
ま
し
た
が
、
全
四
回
の

講
座
と
各
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
ガ
イ

ド
に
必
要
な
技
術
や
知
識
、
心
得
な
ど
を
学
ん
で

も
ら
い
ま
す
。

　

実
際
に
お
客
さ
ん
を
案
内
す
る
の
は
、
講
座
の

終
了
す
る
九
月
以
降
の
予
定
で
、
現
在
、
申
し
込

み
が
あ
っ
た
二
名
の
受
講
生
と
と
も
に
講
座
が
進

行
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
様
子
を
少
し

だ
け
、
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
回
　
五
月
十
六
日
（
水
）

　

養
成
講
座
の
第
一
回
目
は
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
後
、

「
新
田
開
発
と
植
田
家
」
の
講
義
が
あ
り
ま
し
た
。

大
和
川
付
け
替
え
の
歴
史
か
ら
新
田
開
発
ま
で
の

流
れ
と
植
田
家
の
歴
史

を
理
解
し
て
も
ら
い
、

建
物
も
見
学
。
本
当
に

ガ
イ
ド
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
と
受
講
生
か
ら

不
安
の
声
も
あ
り
ま
し

た
が
、
楽
し
ん
で
挑
戦

し
て
く
だ
さ
い
。

第
二
回
　
六
月
二
十
日
（
水
）

　

第
二
回
目
は
、
一
級
建
築
士
の
平
谷
宗
隆
さ
ん

を
講
師
に
「
旧
植
田
家
住
宅
の
建
造
物
」
の
お
話

が
あ
り
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
に
必
要
な
古
民
家
の
知

識
だ
け
で
な
く
、
た
く
さ
ん
の
建
物
や
そ
れ
を
取

り
巻
く
環
境
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
、
ス

タ
ッ
フ
も
興
味
深
く
聞
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

建
物
を
見
学
し
な

が
ら
、
知
識
の
確

認
と
案
内
の
ポ
イ

ン
ト
な
ど
を
押
さ

え
て
い
き
ま
し
た
。

第
三
回
　
七
月
十
一
日
（
水
）

　
「
ち
ょ
っ
と
昔
の
道
具
」
を
テ
ー
マ
に
、土
蔵
一

と
主
屋
の
展
示
品
（
民
具
類
）
を
順
番
に
確
認
し
、

道
具
の
使
い
方
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。
知
っ
て
い

る
物
で
も
、
注
意
深
く
見

る
こ
と
で
、
い
つ
も
と
違

う
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
企
画
展
を
少
し
だ

け
見
学
し
た
後
、
次
回
の

「
修
了
検
定
」
に
つ
い
て

の
説
明
が
あ
り
、
第
三
回

は
終
了
し
ま
し
た
。

　

養
成
講
座
で
は
、
そ
の
他
旧
植
田
家
住
宅
で
開

催
さ
れ
る
講
演
・
講
座
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て

も
ら
い
、
施
設
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
も
知
っ
て

も
ら
う
な
ど
、
幅
広
く
柔
軟
に
対
応
で
き
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
養
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

次
回
は
い
よ
い
よ
最
終
回
と
な
る
「
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
修
了
検
定
」
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

短
期
間
で
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
に
習
得
し
た
知
識

や
技
術
を
フ
ル
に
発
揮
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
九
月
以
降
に
は
旧
植
田
家
住
宅
で
活
躍
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
そ
し
て
み
な
さ
ま

の
ご
来
館
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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今
回
の
企
画
展
は
、
幕
末
・
明
治
維
新
期
の
植

田
家
の
人
び
と
の
動
向
を
、
書
画
や
書
籍
か
ら

探
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い

ま
す
。
企
画
展
担
当
者
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
そ

こ
を
見
て
ほ
し
い
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
は
少
し
脱

線
し
て
、
有
名
人
の
作
品
に
つ
い
て
の
お
話
を
し

て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
時

に
そ
の
人
物
が
ど
う
い
う
立
場
で
何
を
考
え
て
い

た
の
か
を
想
像
し
な
が
ら
作
品
を
見
て
み
る
と
、

少
し
違
っ
た
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
が
あ

る
か
ら
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
勝
海
舟
の
書
は
陶と

う
え
ん
め
い

淵
明
と
い
う
中

国
の
詩
人
の
「
帰き

き
ょ
ら
い
の
じ

去
来
辞
」
の
一
節
で
す
。
前
半

の
「
木
欣
欣
以
向
榮 

泉
涓
涓
而
始
流
」
は
、「
木

は
活
き
活
き
と
生
い
茂
り
、
泉
は
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ

と
流
れ
始
め
る
」
と
い
う
、
生
命
の
始
ま
り
と
、

若
々
し
さ
に
あ
ふ
れ
た
言
葉
で
す
が
、「
羨
萬
物

之
得
時 

感
吾
生
之
行
休
」
と
続
き
ま
す
。「
万
物

が
時
を
得
る
中
で
、
自
分
の
命
が
終
わ
り
に
向

か
っ
て
い
る
の
を
感
じ
る
」
と
い
う
、
後
半
部
分

こ
そ
海
舟
の
胸
中
を
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

木
戸
孝
允
（
桂
小
五
郎
）
の
作
品
は
明
治
一
〇

年
（
一
八
七
七
）
の
も
の
、
つ
ま
り
、
木
戸
が
亡

く
な
っ
た
年
の
も
の
で
す
。
文
明
開
化
を
推
し
進

め
、
古
い
制
度
の
解
体
に
力
を
そ
そ
い
だ
木
戸

は
、
新
時
代
に
入
っ
て
も
悩
み
が
尽
き
ず
、
精
神

を
病
ん
で
い
た
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
冷

淡
生
涯
（
れ
い
た
ん
せ
い
が
い
）」
と
い
う
言
葉

は
、
一
見
す
る
と
そ
ん
な
木
戸
の
一
生
を
端
的
に

表
し
た
言
葉
に
も
思
え
ま
す
が
、
実
は
こ
の
言
葉

は
「
あ
っ
さ
り
と
し
て
執
着
心
が
な
い
身
の
上
」

と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
死
の

間
際
、
木
戸
は
諦
観
の
域
に
達
し
て
い
て
、
世
の

中
の
煩
わ
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
も
思
え
ま
す
。

　

す
べ
て
は
推
論
に
す
ぎ

ま
せ
ん
が
、
人
が
何
か
を

残
す
と
き
、
そ
こ
に
は
何

ら
か
の
思
い
が
込
め
ら
れ

ま
す
。
幕
末
・
明
治
維
新

期
に
英
雄
と
呼
ば
れ
た
人

た
ち
の
作
品
か
ら
は
、
人

間
臭
い
横
顔
が
浮
か
ぶ
気

が
す
る
の
で
す
が
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

学
芸
員　

宮
元
正
博

企画展「書画に見る植田家の幕末・明治維新」のみどころ

勝海舟の書
《陶淵明詩「帰去来辞」
　　　　　  （第三段より）》

木戸孝允（桂小五郎）の扁額《冷淡生涯》

勝 海舟

イラスト / 康子

※
勝
海
舟
の
書
《
陶
淵
明
詩

　
「
帰
去
来
辞
」（
第
三
段
）》は
、

　

前
期（
8
月
5
日
ま
で
）の

　

展
示
で
す
。
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　4 月 21 日 ( 土 )、まちあるきイベント「旧大和川を歩く～ぶら

り長瀬川編 Part2 ～」がありました。同イベントは、昨年 11 月

に行なわれた「ぶらり長瀬川 」（JR 志紀～ JR 八尾駅）の続編で、

今回は JR 八尾駅から久宝寺寺内町までのコースを参加者・スタッ

フあわせて 12 名で歩きました。今回も案内を北村茂章さんと原

多摩樹さんにお願いし、史跡や名勝、おすすめスポットなど約

20 ヵ所を散策しました。

　朝 9:15 に JR 八尾駅南口を出発し、まずは旧大和川の堤跡へ。

同じく堤跡だという「八尾高校の狐山」にも特別に登らせて頂き、

天井川だった旧大和川の高さを体感しました。

　その後は大和川付け替え前後のくらしの様子がわかる水路や

橋、新しい建物、隠れた名所などを紹介してもらいながら歩くと、

時間はあっという間に過ぎていきました。

　11：50「まちなみセンター」に到着し解散となりましたが、

おまけとして、帰りの駅までの道中、顕証寺などにも立ち寄り

ました。次回まちあるきは「玉串川編」を予定。

⑤八尾高校のユーカリの木
明治28年（1895）頃、初代校長
の坪井仙次郎氏が植樹された
ものとされる。当時は 30 数本
植樹されたが、現存するユー
カリの木は、長瀬川沿いの正門
横にあるもの 1 本のみで、樹齢
は 110 年を超え、八尾高校の
シンボルともなっている。

⑥慈願寺裏水路
長瀬川の水を引いた水路で、八尾寺内町
の環濠だったと思われる。シジミやタニ
シがいる小川で、底面が土のままで自
然な水路が残る。

⑦常夜燈・しんばし
常夜燈ー幕末に八尾寺内町の西端に建
てられたもの。

「しんばし」跡ー八尾寺内町の環濠に架
かる橋。
近年どちらも少し場所が移動している。

⑩堤跡段差
旧大和川の西側の堤跡の段差（坂）。
このあたりは、随所に堤跡の段差が見ら
れる。

⑨レンガ倉庫
1980 年代くらいまでは、長瀬川沿いに
レンガ造りの工場や倉庫が多く見られ
たが、現在は、数棟が残るだけになっ
ている。

⑧八尾浜・本町橋
八尾側を八尾浜、久宝寺側を
船着場という。大坂や淀へ年貢
米などを運び出し、大坂から
も物を運んできた。
ここに架かる本町橋は、久宝寺
寺内町と八尾寺内町を結び、
かつては「どばし（土橋）」と
呼 ば れ、土の橋だった。付け
替え前は橋がなく「船渡し」
であった。金比羅灯篭は水運
業につく人々が安全を願い
建てた。

⑪寺井戸
天保 14 年（1843）の銘があり、村の飲
み水をまかなった。村人は水代として、
1 軒あたり年１升あての米を御坊（顕証
寺）に納めた。

⑫麟角堂跡
麟角堂は、戦国時代の久宝寺城主・渋川
満貞の創建といわれ、堀川屋敷に諸国の
学者を招き、講筵（こうえん）を設けたこ
とに始まる。大正 2 年（1913）に安田覚
三郎が再復興し、同 11 年（1922）には私
立学舎の認可を受け、漢学の講義を開い
たこともあった。
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ま ち あ る き イ ベ ン ト

旧大和川を歩く
～ぶらり長瀬川編 Part 2 ～～ぶらり長瀬川編 Part 2 ～

　宝永元年（1704）の大和川付け替えによって新田

開発された旧川筋には、古いものから新しいものまで

数々の史跡や名勝、名所が残されています。その一部

を今回のまちあるきのコースとともにご紹介します。

JR八尾駅

堤跡段差

堤跡段差

寺井戸

麟角堂跡

竜華橋

八尾高校の
狐山

八尾教会

慈願寺裏水路

常夜燈・しんばし八尾浜・本町橋

レンガ倉庫

ユーカリの木

旧帝国製糸
工場跡

八尾警察署

長
瀬
川

久宝寺小学校

八尾市
まちなみセンター

安中新田会所跡
旧植田家住宅

渋川神社

許麻神社

顕証寺

1

3

4

5

6

7

8
9

10

12

11

2

久宝寺寺内町 八尾寺内町

①堤跡段差
旧大和川の堤跡の段差。久宝寺川（現長
瀬川）がここで大きく北向きに曲がって
いる。

③八尾高校の狐山
旧大和川の堤跡が残ったものといわれ
ている。かつて日高大神が、祀られてい
たが渋川神社に合祀されている。

④八尾教会
八尾で唯一の W．M．ヴォーリズが手が
けた教会建築。ヴォーリズは、明治終わ
りから 1960 年代まで日本で数多く西洋
建築を手がけた建築家。教会建築や大学
の建物（同志社・関西学院・神戸女学院
など）、洋館（住宅や山荘）などがある。

②竜華（龍華）橋
大和川付け替え以降にでき、橋の親柱
が、ＪＲ八尾駅南側の道標に利用されて
いる。



― 10 ― 10

　

旧
植
田
家
住
宅
に
は
多
く
の
陶
磁
器
が
の
こ

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
、
今
回
は
四
点
の

古
曾
部
焼
を
紹
介
し
た
い
。

　

古
曾
部
焼
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
古
曾
部
村

（
現
・
大
阪
府
高
槻
市
）
の
五
十
嵐
新
平
が
開
窯

し
て
か
ら
、
そ
の
後
四
代
に
渡
っ
て
明
治
時
代

末
期
頃
ま
で
つ
く
ら
れ
た〝
や
き
も
の
〟
で
あ

る
。
主
な
製
品
は
日
常
雑
器
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
は
《
三
島
写
徳
利
》（
二
点
）
を
見
て

み
よ
う
（
写
真
１
）。
古
曾
部
焼
の
特
徴
と
し
て
、

名
品
の
姿
形
を
写
し
と
る
「
写
し
物
」
が
あ
り
、

代
表
的
な
も
の
に
朝
鮮
半
島
・
高
麗
茶
碗
を
写

し
た
三
島
写
や
伊い

ら

ぼ

羅
保
写
が
あ
る
。《
三
島
写
徳

利
》
も
こ
の
写
し
物
の
ひ
と
つ
で
、
底
の
陶
印

か
ら
三
代
信
平
の
作
と
判
断
で
き
る
。
三
代
信

平
は
、
俳
諧
や
書
を
嗜
み
、
句
会
や
茶
会
を
催

し
た
風
流
人
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
《
直
入
詩
画
茶

碗
》
で
あ
る
（
写
真
２
）。
こ
の
茶
碗
は
、
明
治

初
年
、
還
暦
祝
い
の
配
り
物
と
し
て
、
文
人
画

家
の
田
能
村
直
入（
た
の
む
ら 

ち
ょ
く
に
ゅ
う
）

か
ら
受
注
し
た
一
千
個
の
内
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

植
田
家
も
ま
た
、
多
く
の
文
化
人
と
交
流
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、《
直
入
詩
画
茶
碗
》

関西大学大学院文学研究科
谷口 弘美

研 究
のーと

Investigation

Note

ファイル 3

「古曾部焼」
こ そ べ や き

【写真１】
《三島写徳利》（2点）
（左：底の陶印部分）

【写真 3】《黄釉茶碗》（右：底の陶印部分）

参考資料：杉本捷雄『古曾部焼研究』（學藝書院、1936）、  『古曽部焼コレクション：大阪市立博物館館蔵資料集 16』（大阪市立博物館、1989）、
　　　　　『高槻の古窯古曽部焼の世界』（高槻市立しろあと歴史館、2003）

【写真 2】《直入詩画茶碗》 

は
、
そ
の
一
端
を
示
す
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　

ま
た
古
曾
部
焼
に
は
、
日
常
雑
器
だ
け
で
な

く
、
抹
茶
や
煎
茶
に
用
い
る
茶
器
な
ど
の
製
品

も
み
ら
れ
る
。
旧
植
田
家
住
宅
所
蔵
の
《
黄お

う
ゆ
う釉

茶
碗
》
は
そ
の
ひ
と
つ
で
、
底
の
陶
印
か
ら
四

代
信
平
の
作
と
判
断
で
き
る
（
写
真
３
）。
旧
植

田
家
住
宅
に
は
、
こ
の
他
に
も
楽
茶
碗
な
ど
、

数
多
く
の
抹
茶
碗
が
の
こ
さ
れ
て
お
り
、
当
時

茶
会
な
ど
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で

き
る
。

　

以
上
、
四
点
の
古
曾
部
焼
を
紹
介
し
た
が
、

ま
だ
ま
だ
あ
る
旧
植
田
家
住
宅
の
陶
磁
器
に
つ

い
て
は
、
今
後
も
さ
ら
に
調
査
を
続
け
、
改
め

て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
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出前授業の実施状況
2009年度（モデル実施）＝2校

　◇「日本のすまいとくらし」（5年）  [曙川]

　◇「校区のむかし＆河内木綿」（4年）  [西山本]

2010年度＝10校

　◇「大和川の付け替え＆校区のむかし」（4年）
　　　[亀井、北山本、志紀、高安西、西山本]

　◇「河内木綿」（4年）  [龍華]

　◇「むかしのくらし＆校区のむかし」（3年）  [大正、永畑]

　◇「むかしのくらし」（3年）　[久宝寺、八尾]

2011年度＝13校

　◇「大和川の付け替え＆校区のむかし」（4年）
　　　[桂、亀井、高安西、永畑、西山本、東山本、安中、龍華]

　◇「河内木綿」（4年）  [長池]

　◇「むかしのくらし＆校区のむかし」（3年）
　　　[桂、久宝寺、大正、永畑、美園、南山本]

　◇「伝統野菜栽培」（6年）※特別メニュー
　　　[永畑小・幼稚園合同]

学校園からの見学
2009年度＝6校
　幼稚園 [永畑、安中]

　小学校 [柏原東、永畑、八尾、安中]

2010年度＝4校
　幼稚園 [志紀、永畑]

　小学校 [永畑、龍華]

2011年度＝8校
　幼稚園 [志紀、永畑、安中]

　小学校 [高美南、永畑、八尾、安中、龍華]

11

　

旧
植
田
家
住
宅
の
ス
タ
ッ
フ
が
小
学
校
へ
出
向

き
、
地
域
の
歴
史
や
昔
の
暮
ら
し
な
ど
に
つ
い
て

講
義
す
る
「
出
前
授
業
」。
昨
年
度
は
市
内
13
校

の
小
学
校
で
計
16
回
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
本

誌
で
も
紹
介
し
た
が
、
各
学
校
に
あ
わ
せ
た
授
業

内
容
は
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
、
地
域
に
馴

染
み
の
な
い
新
任
の
先
生
や
、
忙
し
く
て
自
分
の

勉
強
時
間
が
持
て
な
い
先
生
方
の
学
習
に
も
一
役

買
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
学
校
園
か
ら
の

見
学
も
あ
る
。
主
に
昔
の
生
活
や
道
具
に
つ
い
て

学
ん
だ
り
、
歴
史
に
触
れ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
建

物
を
案
内
し
て
い
る
。
そ
し
て
幼
稚
園
か
ら
の
見

学
で
は
、「
お
い
し
ー
」
と
評
判
の
「
か
ま
ど
で

ご
飯
炊
き
」
が
人
気
だ
。
実
際
の
か
ま
ど
を
使
っ

て
ご
飯
を
炊
き
、
炊
け
る
ま
で
の
間
に
建
物
を
探

検
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
五
感
を
使
っ
た
見
学
を

行
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
見
学
は
近
隣
地
域
か
ら
の
申
し
出
が
多

い
。
し
か
し
、
旧
植
田
家
住
宅
は
電
車
で
の
ア
ク

セ
ス
が
便
利
な
た
め
、
JR
沿
線
に
あ
る
市
内
外
の

学
校
園
は
ぜ
ひ
当
施
設
を
活
用
し
て
ほ
し
い
。
な

お
、「
出
前
授
業
」
＆
「
見
学
」
は
、
例
年
、
夏

休
み
明
け
か
ら
年
末
・
年
始
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。

お
申
込
み
は
お
早
め
に
。

でまえじゅぎょう けんがく！？

＆

植
田
家
の

す
ゝ
め

レポート

体育館で出前授業

かまどでご飯炊き
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薄
い
ピ
ン
ク
色
で
桃
の
味
と
香
り
が
す
る
品
種
）

が
、
見
事
に
大
粒
の
実
を
つ
け
た
。
イ
ヒ
ヒ
！
そ

れ
、
そ
こ
は
役
得
。
一
番
に
味
見
を
す
る
ス
タ
ッ

フ
達
（
一
粒
を
四
人
で
分
け
て
頂
き
ま
し
た
）。

…
感
動
～
!!
本
当
に
桃
！
想
像
を
は
る
か
に
超
え

て
い
た
。
そ
れ
か
ら
他
の
品
種
も
次
々
と
真
っ
赤

な
実
を
つ
け
だ
し
た
。

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
も
明
け
、
い
よ
い
よ
園

児
た
ち
が
楽
し
み
に
し
て
い
た
収
穫
の
日
が
き

た
。
し
か
し
少
し
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
日
の
園

児
の
数
は
三
九
名
。
赤
く
熟
れ
た
イ
チ
ゴ
の
数
は

二
九
個
。
…
そ
う
、
一
〇
個
足
り
な
い
。
実
の
数

は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
、
ま
だ

赤
く
な
り
き
れ
ず
、
食
べ
る
に

は
少
し
早
い
の
だ
。
仕
方
が
な

い
の
で
大
き
い
も
の
は
半
分
に

す
る
こ
と
で
、
何
と
か
園
児
と

先
生
の
口
に
行
き
渡
っ
た
。

　

一
度
に
は
赤
く
な
ら
な
い
イ
チ
ゴ
。
食
べ
頃
の

も
の
を
ま
と
ま
っ
た
数
だ
け
獲
っ
て
も
ら
う
の

は
、
か
な
り
難
し
い
。
イ
チ
ゴ
栽
培
初
心
者
の
ス

タ
ッ
フ
は
、
今
回
の
経
験
か
ら
、
少
し
気
が
早
い

が
来
年
に
向
け
て
何
や
ら
作
戦
が
あ
る
そ
う
だ
。

　
　
（
七
月
一
日
現
在
＝
苗
二
十
株
、収
獲
数
九
八
粒
）

No.13

【
夏
野
菜
、
で
き
ま
し
た
～
♪
】

　

畑
で
は
、
黒
門
越
瓜
・
勝
間
南
瓜
・
毛
馬
胡
瓜

が
約
二
メ
ー
ト
ル
半
の
高
さ
の
支
柱
に
ワ
サ
ワ
サ

と
絡
み
つ
い
て
い
る
。
一
番
最
初
に
実
を
つ
け
た

の
は
、
や
は
り
勝
間
南
瓜
。
雌
花
の
数
か
ら
み
て
、

今
年
も
「
南
瓜
天パ

ラ
ダ
イ
ス

国
」
に
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
。

　

そ
し
て
昨
年
、異
常
な
ほ
ど
苦
か
っ
た（
ゴ
ー
ヤ

並
み
）毛
馬
胡
瓜
も
、
六
月
の
末
に
は
う
れ
し
い

よ
う
な
悲
し
い
よ
う
な
四
七
セ
ン
チ
の
長
さ
ま
で

成
長
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
「
毒
味
」
は
ス
タ
ッ
フ

達
だ
。
今
回
も
笑
え
る
ほ
ど
苦
い
か
、
そ
れ
と
も

「
普
通
に
キ
ュ
ウ
リ
」
か
…
。

 　

    （
夏
野
菜
の
収
穫
祭
は
七
月
二
九
日（
日
）予
定
）

【
た
く
さ
ん
獲
れ
た
よ
！
】

　

五
月
に
入
る
と
弱
々
し
か
っ
た
イ
チ
ゴ
の
苗
も

急
激
に
大
き
く
な
っ
た
。
長
い
冬
眠
か
ら
覚
め
た

イ
チ
ゴ
達
は
、
青
々
と
し
た
葉
っ
ぱ
を
茂
ら
せ
て
、

た
く
さ
ん
の
花
を
咲
か
せ
た
。

　

さ
て
、
ス
タ
ッ
フ
が
密
か
に
楽
し
み
に
し
て
い

た
例
の「
桃
薫
」（
前
回
の
栽
培
日
記
で
紹
介
し
た
、

イチゴと夏野菜

一番最初に実をつけ
た勝間南瓜（こつま
なんきん）。
雌花の数からみて、
今年も「南瓜天国」
間違いなし！

毛馬胡瓜

ワサワサと育つなにわの伝統野菜たち

長～～い毛
け ま き ゅ う り

馬胡瓜(47cm)のお味は ? !

い
よ
い
よ
収
穫
！

い
よ
い
よ
収
穫
！
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◇『
植
松
史
』聞
き
取
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

現
在
、
N
P
O
法
人
H
I
C
A
L
I
で
は
、

植
松
（
JR
八
尾
駅
界
隈
）
の
昔
の
ま
ち
と
生
活
の

様
子
を
伝
え
る
『
植
松
史
』
の
製
作
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
製
作
に
あ
た
っ
て
は
、『
植
松
史
』
聞

き
取
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
通
称
「
聞
き
プ
ロ
」）

を
立
ち
上
げ
、
随
時
、
情
報
・
資
料
の
収
集
や
聞

き
取
り
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
『
植
松
史
』
は
、
地
域
の
思
い
出
ア
ル
バ
ム
の

よ
う
に
、
当
時
の
生
活
や
暮
ら
し
ぶ
り
が
分
か
り
、

そ
の
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
を

目
指
し
て
い
る
。
ま
た
視
覚
的
に
も
〝
楽
し
い
〟

も
の
に
な
る
よ
う
に
計
画
中
。
そ
こ
で
、
な
る
べ

く
多
く
の
「
当
時（
主
に
大
正
・
昭
和
時
代
）の
様

子
が
わ
か
る
写
真
」
を
探
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
▽
む
か
し
の
景
色
や
建
物
が
写
っ
て
い
る

　
▽
地
域
の
行
事
・
お
祭
り
・
遊
び
な
ど
の
風
景

　
▽
人
物
の
写
っ
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真

　
▽
家
族
で
撮
っ
た
写
真
　
　
　
　
　
…
な
ど

　
　
※
周
辺
に
な
つ
か
し
い
も
の
や
風
景
が
写
っ
て

　
　
　
い
る
も
の
大
歓
迎
！

　

も
し
お
持
ち
の
方
が
あ
れ
ば
、
ど
う
か
ご
協
力

を
。
ま
た
写
真
だ
け
で
な
く
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
資

料
な
ど
も
あ
わ
せ
て
募
集
し
て
い
る
。

　

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
も
、
現
代

の
記
憶
は
〝
現
在
（
い
ま
）〟
記
録
し
て
お
か
な

い
と
い
け
な
い
。
こ
う
し
た
想
い
で
始
動
し
た「
聞

き
プ
ロ
」。
そ
の
成
果
物
で
あ
る
『
植
松
史
』
の

完
成
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　「むかしの写真（大正・昭和）

　　　　　　　　　を探しています」

第
七
回

連絡先：安中新田会所跡 旧植田家住宅　◎電　話：072-992-5311  ◎e-mail：info@kyu-uedakejutaku.jp

むかしのまちなみむかしのまちなみ

地域の行事地域の行事

遊び遊び
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平
清
盛
を
主
人
公
に
小
説
と
し
て
書
く
こ
と
は

な
か
っ
た
今
東
光
で
す
が
、
京
都
の
祇
王
寺
を
訪

れ
た
際
に
も
清
盛
に
つ
い
て
述
懐
し
て
い
ま
す
。

　
　

一
体
、清
盛
を
憎
む
人
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。歴
史

　

に
現
れ
た
清
盛
は
確
か
に
充
分
に
憎
ま
れ
て
好
い

　

人
物
な
の
に
、
何
か
彼
に
つ
き
纏
う
ユ
ー
モ
ラ
ス

　

な
感
じ
の
た
め
に
誰
も
彼
を
憎
ん
だ
り
嫌
っ
た
り

　

し
な
い
の
だ
。
高
足
駄
を
穿
い
て
高
平
太
と
渾
名

　

さ
れ
た
青
年
時
代
の
彼
は
、
背
伸
び
し
て
も
威
張

　

り
た
が
る
滑
稽
な
風
貌
が
見
え
る
。
そ
う
か
と
思

　

う
と
朝
廷
を
脅
迫
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
へ
重
盛

　

公
が
来
る
と
、
周
章
し
て
鎧
の
上
に
素
絹
を
着
て

　

胡
摩
化
そ
う
と
し
た
り
、
兵
庫
の
福
原
で
は
夕
陽

　

を
扇
で
招
い
て
み
た
り
、
熱
病
の
た
め
に
水
風
呂

　

が
湯
に
な
っ
て
仕
舞
っ
た
り
、
彼
に
関
す
る
挿
話

　

は
何
か
な
し
微
笑
し
た
く
な
る
の
だ
。
清
盛
の
人

　

徳
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
人
柄
に
よ
る
の
だ
ろ

　

う
か
。（
中
略
）

　
　

一
時
に
四
人
も
尼
僧
に
し
て
し
ま
っ
た
く
せ
に
、

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　

そ
の
死
後
は
三
人
の
女
性
に
囲
ま
れ
て
、の
ほ
ほ
ん

　

と
多
数
の
参
観
者
を
集
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
世

　

に
も
果
報
者
と
は
清
盛
入
道
の
こ
と
で
は
あ
る
ま

　

い
か
。
僕
は
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
僕
の
死

　

後
、
何
人
の
女
性
が
僕
の
墓
参
り
を
し
て
く
れ
る

　

か
、
ち
ょ
っ
と
淋
し
い
。」

　
　
（
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　

  

淡
交
社
発
行
『
古
都
の
尼
寺
』
よ
り
）

　

祇
王
寺
に
は
、
清
盛
を
真
ん
中
に
し
て
、
祇
王
・

祇
女
・
佛
御
前
の
四
体
の
木
像
が
ま
つ
ら
れ
て
い

ま
す
。「
平
家
物
語
」
所
収
の
〝
祇
王
〟
で
は
、

清
盛
の
傲
慢
な
権
勢
が
生
み
だ
し
た
悲
劇
と
し
て

語
ら
れ
る
挿
話
で
す
が
、
そ
の
寺
に
清
盛
自
身
が

ま
つ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
眼
し
た
東
光
独
特
の

人
物
評
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
引
用

文
中
、
夕
陽
を
扇
で
招
い
た
と
い
う
の
は
、
広
島

県
呉
市
音
戸
の
瀬
戸
に
清
盛
の
日
招
き
像
が
あ
り

ま
す
。

　

世
評
や
定
説
と
は
異
な
る
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
清

盛
と
い
う
意
外
な
人
間
像
を
早
く
か
ら
見
抜
い
て

い
た
東
光
が
残
し
た
文
章
は
、
現
代
で
も
鮮
度
を

保
ち
続
け
て
い
て
、
小
説
家
の
凄
味
を
感
じ
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。

コ
ラ
ム

呉市を中心に県内７ヵ所で
実施されているスタンプラ
リーのチェックポイントに
設置された清盛のレプリカ
像。（八尾市にある有名な
看板屋さんが制作）清盛の日招き像から眺めた

「音戸の瀬戸」の風景

清盛の日招き像
（広島県呉市）

（写真・伊東 健）
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安
中

新
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会
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田
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発
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・

編
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／
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〒
581-0084　

大
阪

府
八

尾
市

植
松

町
1-1-25　

TEL.072-992-5311
ホ

ー
ム
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ー

ジ
　

http://kyu-uedakejutaku.jp　
メ

ー
ル

ア
ド
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ス

　
info@
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●
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載
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ス
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禁
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