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現
代
に
生
き
る
寺
内
町

　

大
阪
市
の
南
東
に
位
置
す
る
八
尾
市
。

河か
わ
ち内

平
野
の
中
心
に
あ
た
る
同
市
の
さ

ら
に
中
心
に
顕
証
寺
が
あ
り
ま
す
。

　

蓮
如
上
人
ご
在
世
の
頃
、
久
宝
寺
村

に
は
、
法ほ

う

円え
ん

や
法ほ

う

光こ
う

、
法ほ

っ
し
ょ
う性
と
い
っ
た

上
人
の
お
弟
子
た
ち
が
住
ん
で
お
ら
れ

た
そ
う
で
す
。
こ
の
一
帯
は
旧
大や

ま
と和

川

と
平
野
川
の
デ
ル
タ
地
帯
で
、
橘

た
ち
ば
な島
と

い
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
当
時
、
蓮
如

上
人
は
船
な
ど
で
し
ば
し
ば
訪
れ
ら
れ

た
よ
う
で
、
歌
も
詠よ

ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

年
つ
も
り
五
十
有ゆ

う

余よ

を
お
く
る
ま
で

　
　

き
く
に
か
は
ら
ぬ
鐘か

ね

や
久
宝
寺

　

さ
て
、
顕
証
寺
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ

り
ま
す
と
、
文
明
11
年
（
１
４
７
９
）、

上
人
が
、
こ
の
地
で
廃
寺
と
な
っ
て
い

た
聖
徳
太
子
創
建
と
い
う
久
宝
寺
の
跡

に
西さ

い
し
ょ
う証

寺じ

を
建こ

ん
り
ゅ
う立

さ
れ
、
十
一
男
の
実じ

つ

順じ
ゅ
んさ

ま
を
住
職
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ

ま
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
二
代
で
後
が
絶

え
て
し
ま
っ
た
た
め
、
河
内
の
人
々
の

強
い
要
望
に
よ
っ
て
、
蓮
如
上
人
の
六

男
・
蓮れ

ん
じ
ゅ
ん淳

さ
ま
を
住
職
と
し
て
迎
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
蓮

淳
さ
ま
が
住
職
を
務
め
ら
れ
て
い
た
大

津
（
滋
賀
県
）
の
顕
証
寺
か
ら
寺
号
を

と
り
、
そ
の
名
を
改
め
ま
し
た
。

　

こ
の
顕
証
寺
を
中
心
に
、
周
囲
に
二

重
の
堀
と
土
塀
を
め
ぐ
ら
し
、
碁ご

盤ば
ん

の

目
の
よ
う
に
道
を
通
し
て
寺
内
町
が
形

成
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

境
内
に
入
る
と
本
堂
の
威
容
が
風
格

を
漂
わ
せ
、
右
側
に
あ
る
近
代
的
な
会

館
と
対
照
的
で
す
。
18
世
紀
初
め
、
江

戸
中
期
に
再
建
さ
れ
た
本
堂
を
は
じ
め
、

渡
り
廊
下
や
長
屋
、
山
門
、
築
地
塀
、

手ち
ょ
う
ず水

舎や

、
鐘し

ょ
う
ろ
う楼

な
ど
が
大
阪
府
の
文
化

「久
きゅうほう

宝寺
じ

御
ご

坊
ぼう

」と称
しょう

される大阪府八
や

尾
お

市の近
ごんしょうざん

松山
顕証寺を訪ねました。本願寺第八代蓮如上人ゆか
りのご旧跡には、上人が救われたという
大蛇の伝説とともに、その大きな
「頭の骨」が今に伝えられています。

本堂につながる渡り廊下と長屋（右）

蓮如上人も水運に利用されたという
久宝寺船着場付近

山門横の築地塀

蓮如上人像と本堂

顕
けん

 証
しょう

 寺
じ

毎年５月11日の蓮如忌法要
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財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
を
感
じ

さ
せ
る
佇た

た
ず
ま
い
で
す
。
現
在
、
国
の
重

要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
、
各

種
調
査
や
修
復
が
進
め
ら
れ
て
い
る
そ

う
で
す
。

　

こ
の
顕
証
寺
か
ら
、
こ
れ
ま
で
本
願

寺
第
十
七
代
法ほ

う

如に
ょ

上
人
と
第
二
十
代
広こ

う

如に
ょ

上
人
が
、
本
山
の
ご
門
主
に
な
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
毎
年
５
月
11
日
に

は
、
蓮
如
忌
法
要
が
た
い
へ
ん
盛
大
に

営
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

お
寺
の
近
く
を
流
れ
る
長
瀬
川
は
、

も
と
大
和
川
の
本
流
で
、
江
戸
初
期
の

大
和
川
の
付
け
替
え
前
ま
で
は
２
０
０

メ
ー
ト
ル
の
川
幅
が
あ
り
、
人
と
物
資

の
運
搬
で
川
舟
が
往
復
し
た
そ
う
で
す
。

久
宝
寺
船
着
場
が
往
時
を
偲し

の

ば
せ
て
い

ま
す
。

上
人
の
大
蛇
救
済

　

顕
正
寺
に
伝
わ
る
た
い
へ
ん
珍
し
い

も
の
が
「
蓮
如
上
人
御ご

救き
ゅ
う
さ
い済
大だ

い
じ
ゃ蛇
骨こ

つ

」

で
す
。
伝
説
に
よ
る
と
、
上
人
が
大
坂

（
石
山
）御
坊
で
毎
日
み
教
え
を
説
か
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
痛
み
に
苦
し
む
大
蛇

が
上
人
の
説
法
を
聞
き
つ
け
、
あ
る
夜
、

女
性
に
変
身
し
て
上
人
に
「
私
で
も
仏

に
な
れ
る
と
お
聞
き
し
ま
し
た
」
と
救

い
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
上
人

が
阿
弥
陀
仏
の
ご
本
願
を
説
か
れ
た
と

こ
ろ
、
大
蛇
は
往
生
を
遂
げ
、
そ
の
遺い

骸が
い

が
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

顕証寺

大阪府八尾市久宝寺４-４-３。
☎０７２（９９３）１１４４
ＪＲ「久宝寺」駅下車、徒歩
７分。近鉄「八尾」駅下車、
タクシーで１０分。
駐車場は数台分あり。ただ
し大型バスは寺内町への進
入不可。事前に問い合わせ
を。

長さ１㍍、幅65㌢、
重さ70㌔もある「大
蛇の頭骨」。昨年、
学術調査が行われ、
何とシャチの頭部の
化石とわかりました。
その全長は７㍍とい
います。

実はシャチの骨だった？！


