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１
５
０
年
に
想
う

　

わ
が
町
久
宝
寺
に
創
立
１
５
０

周
年
の
幕
が
目
に
留
ま
る
小
学
校

が
あ
り
ま
す
。
調
べ
て
み
る
と
明

治
５
年
に
「
学
制
」
が
公
布
さ

れ
、
明
治
６
年
に
作
ら
れ
た
学
校

が
令
和
５
年
に
１
５
０
周
年
を
迎

え
る
と
の
こ
と
。「
学
制
」
と
は

日
本
最
初
の
近
代
的
学
校
制
度
を

定
め
た
も
の
で
す
。
歴
史
あ
る
古

い
街
並
み
に
ふ
さ
わ
し
く
感
じ
ま

し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
「
燈
路
ま

つ
り
」
も
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
い

年
も
あ
り
、
不
安
を
感
じ
な
が
ら

の
開
催
で
し
た
が
、
途
絶
え
る
こ

と
な
く
繋
が
る
こ
と
に
意
義
を
感

じ
、
多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
、
第

14
回
目
を
開
催
で
き
る
こ
と
に
感

謝
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
活
動
が
メ
デ
ィ
ア

に
も
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

な
お
一
層
地
域
住
民
、
大
型
小
売

店
舗
等
と
も
連
携
を
図
り
、
魅
力

あ
る
久
宝
寺
寺
内
町
を
全
国
に
情

報
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

YURI DANCE STUDIOYURI DANCE STUDIO
( 八尾市まちなみセンター貸室ご利用団体 )

八尾市まちなみセンターでは、
大きな姿見鏡をご利用いただ
けるようになりました。
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昭
和
２
年
生
ま
れ
の
95

歳
。
ま
ず
は
そ
の
お
元
気
な

お
姿
に
び
っ
く
り
。
３
人
兄

弟
の
ご
長
男
、【
帯
喜
太
】

４
代
目
の
肇
さ
ん
。

　

気
に
な
る
お
店
の
名
前
の

由
来
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

　
「
近
所
の
人
は
苗
字
が
菊

田
と
わ
か
っ
て
く
れ
て
る
ん

や
け
ど
、
他
の
人
は
帯
喜
太

が
苗
字
と
思
た
は

ん
ね
ん
。
そ
ん
な

苗
字
あ
る
わ
け
な

い
わ
な
ー
っ
」

創
業
１
６
０
年

　

創
業
は
江
戸
末
期
、
文
ぶ
ん
き
ゅ
う久

２
年
の
こ
と
。
顕
証
寺
の
お

逮た
い
や夜

（
親
鸞
聖
人
の
逮
夜
27

日
と
蓮
如
上
人
の
逮
夜
11

日
）
で
参さ
ん
け
い
し
ゃ

詣
者
が
多
か
っ
た

こ
と
で
和
菓
子
屋
と
し
て
商
あ
き
な

い
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
初

代
の
喜
太
郎
さ
ん
は
呉ご
ふ
く
し
ょ
う

服
商

《
帯
屋
》
の
末
っ
子
。
そ
の

「
帯
」
と
「
喜
太
郎
」
の
「
喜

太
」
を
と
っ
て
【
帯
喜
太
】

を
屋や
ご
う号

に
。

　

創
業
１
６
０
年
を
越
え
て

い
る
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ
ま

し
た
。

昔
の
久
宝
寺

　

肇
さ
ん
は
小
さ
い
頃
か
ら

店
の
手
伝
い
を
し
て
い
て
、

な
か
な
か
外
へ
友
達
と
遊
び

に
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
そ
う
で
す
。

　

か
つ
て
久
宝
寺
に
は
大
き

な
工
場
が
た
く
さ
ん
あ
り
、

製
綿
に
つ
い
て
は
、
大
阪
で

２
番
目
、
３
番
目
の
工
場
が

あ
っ
た
と
の
こ
と
。
ま
た
家

の
近
く
に
は
芝
居
小
屋
《
宝

栄
座
》
も
あ
っ
た
と
教
え
て

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
お
も
に
久
宝
寺
で
活
躍
す
る
人
を
中
心
に
、

地
域
を
元
気
に
し
て
く
れ
る
お
店
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

題
し
て
「
久
宝
人
～
守
る
・
創
る
・
育
て
る
～
」

第
９
回
は
、
地
元
で
も
有
名
な
老し
に
せ舗
和
菓
子
店
【
帯お
び

喜き

た太
】
の

菊き
く
た田　
肇は
じ
むさ
ん
の
ご
紹
介
で
す
。

菊田　肇さん

長
男
の
菊
田 

宗し
ゅ
う
へ
い
柄
さ
ん
・
和か
ず
み美
さ
ん
ご
夫
妻
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く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
「
そ
う
そ
う
、
明
治
の

こ
ろ
か
ら
久
宝
寺
で
は

『
村む
ら
ず
も
う

角
力
』
が
盛
ん
に
行
わ

れ
た
ん
や
て
、
広ひ
ろ
こ
う
じ

小
路
か
ら

西
は《
磯
川
部
屋
》、東
は《
東

川
部
屋
》
に
入
門
す
る
の
が

決
ま
り
や
っ
た
と
か
・
・
・
」

　

そ
の
頃
の
資
料
や
お
写
真

な
ど
あ
れ
ば
ぜ
ひ
と
も
お
見

せ
願
い
た
い
と
乞こ

う
と
、
店

の
建
物
は
築
１
０
０
年
以
上

に
な
る
が
、
低
い
土
地
で

あ
っ
た
た
め
、
浸
水
で
下
の

部
分
が
腐
っ
て
し
ま
い
、
建

て
替
え
を
考
え
ら
れ
た
と
の

こ
と
。
し
か
し
大
き
な
梁は
り

が

あ
っ
た
の
で
、
つ
ぶ
さ
ず
に

か
さ
上
げ
の
改
築
を
し
、
そ

の
工
事
の
際
に
、
た
く
さ
ん

あ
っ
た
資
料
や
初
代
の
写
真

も
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
そ
う

で
す
。

一
日
だ
け
の
兵
隊

　

も
ち
ろ
ん
戦
争
も
ご
経

験
さ
れ
た
と
思
う
の
で
す

が
・
・
・

　
「
忘
れ
も
せ
え
へ
ん
昭
和

20
年
７
月
や
、
召
集
令
状
が

届
い
た
ん
や
、
い
よ
い
よ
来

た
か
と
。
８
月
14
日
に
入
隊

や
。
ほ
な
翌
日
に
あ
の
玉
音

放
送
。
戦
争
に
行
っ
た
と
言

う
た
ら
行
っ
た
こ
と
に
な
る

な
あ(

笑)

。
戦
後
４
年
ほ

ど
は
物
資
（
砂
糖
な
ど
）
が

な
か
な
か
手
に
入
ら
な
か
っ

た
ん
で
商
売
で
け
へ
ん
期
間

も
あ
っ
た
」

名
物
の
あ
ん
巻
き

　
「
う
ち
は
初
代
か
ら
『
あ

ん
巻
き
（
練ね

っ
た
小
麦
粉
を

薄
く
焼
い
た
生
地
で
餡あ
ん

を
巻

い
た
和
菓
子 

）』、『
う
い
ろ

う
』
を
売
っ
て
た
ん
や
。

　

子
ど
も
は
２
人
お
っ
て

今
、
店
は
５
代
目
で
長
男
夫

婦
が
や
っ
て
く
れ
て
ま
す

わ
」

　

肇
さ
ん
は
今
も
店
の
中

で
、
椅い

す子
に
腰
か
け
て
商
売

の
様
子
を
見
守
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。               

久宝寺小学校

久宝寺中学校

顕証寺

八尾高校前渋川町１丁目

顕証寺

久宝寺中学校東

帯喜太

コンビニ

帯喜太
住        所：八尾市久宝寺 1 丁目 4-41
電        話：072-922-4220
定  休  日：月曜日
営業時間：9:00 〜 18:00

○猛暑日が続くと当分の間休業
○臨時休業日なども載っているので、
ホームページをご覧ください
https://obikita.info/

名物の「あん巻き」（奥）と「ういろう」
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11/8

21

17

10

26

23

19

29

「大水路」 清掃

「五月人形」 展示
＜まちなみ麟角堂＞

（一般開放：4/23,24,30,５/1,5）

水路清掃
＜まちなみセンター＞

鯉のぼり設置
＜まちなみセンター中庭＞

河内木綿の種蒔き
＜まちなみセンター＞

10

21

17

15

26

植木の消毒
＜まちなみセンター＞

久宝まぶねこども園園児たまねぎ収穫
＜西久宝寺畑＞

「第１回スマホ何でも相談会」

「シティカレッジ」 まち歩きガイド

5/5～

3

11

9

5

25「第２回スマホ何でも相談会」

「大水路」 米屋町通り花植え

～

「第２回久宝寺デー」
＜アリオ八尾＞

11「第２回久宝寺デー 作品展」
＜アリオ八尾＞

11「河内木綿苗植え体験イベント」
＜アリオ八尾＞

30「おもしろ旅行社」 まち歩きガイド

久宝まぶねこども園園児
河内木綿苗植え＜西久宝寺畑＞

7

16

15

16

23

久麟風鈴通り
＜まちなみセンター通路＞

「第３回スマホ何でも相談会」

「第２回久宝寺デー」 出演者 ・ 出展者共有会

「ふれあい館だより Vol.4」 発行

～
9/30

「第４回スマホ何でも相談会」

20

23
24

「とうろう展」
＜アリオ八尾＞

燈路まつり 「プレイベント」
＜アリオ八尾＞

～

～

20
～

11

17 「第５回スマホ何でも相談会」

「第１３回久宝寺寺内町燈路まつり」

　
令
和
４
年
度
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況

も
少
し
落
ち
着
き
、
講
演
会
、

研
修
会
な
ど
の
従
来
の
事
業

も
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
３
月
に
は
、
４

年
ぶ
り
に
「
ま
ち
な
み
交
流

会
」
を
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　「
ま
ち
歩
き
」
を
目
的
に

久
宝
寺
寺
内
町
を
訪
れ
る

方
々
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

令和４年度　実施事業

25 めだか通り
＜まちなみセンター通路＞～

20 「大阪高齢者大学」 寺内町の概要説明

「大水路」 清掃

水路清掃 ・ 植木剪定
＜まちなみセンター＞

25

27

「まちなみ麟角堂」に
たくさんの五月人形が
飾られました。

種蒔き後に育った苗は、
久宝寺小学校全児童に
配布しました。

メガシティシルバー会の方から、
「近くに住んでいるのに久宝寺がこ

んなに歴史のあるまちだったとは
知りませんでした」と、驚きの声
をいただきました。

「第３回スマホ何でも相談会」は、
「Pay Pay の使い方」をテーマに行われ

ました。
参加者のみなさんは、熱心に聞いて
おられました。

「燈路まつりプレイベント」では、
「紙とうろう型風鈴作りと紙とう

ろう作り」を行いました。

「第 1３回 久宝寺寺内町燈路まつり」では、
３年ぶりに寺内町内の道路に燈籠の火が
灯りました。
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26久宝まぶねこども園園児さつまいも収穫
＜西久宝寺畑＞

15「第６回スマホ何でも相談会」

「綿の壁掛けカレンダー （うさぎ）」 販売
＜まちなみセンター＞

1

19

12

1

20

「寺内町新聞号外」 発行

「久宝寺自然素材工作ワークショップ」
＜アリオ八尾＞

「第７回スマホ何でも相談会」

6

17「第 8回スマホ何でも相談会」

消防訓練
＜まちなみセンター＞

8通路で 「干柿」
＜まちなみセンター＞

11「大水路」 清掃

「第 9回スマホ何でも相談会」 補講27

22

13

8

21

「はたちのつどい」 撮影スポット設置
＜アリオ八尾＞

「第 9回スマホ何でも相談会」

講演会 「三好長慶と遊佐長教」

～ 9

「久宝寺自然素材工作ワークショップ」
＜アリオ八尾＞

16

18

「綿繰り ・糸紡ぎ体験」
＜アリオ八尾＞

「紙燈籠 ・カップ燈籠」 展示
＜アリオ八尾＞ ～18

17
～ 18

9

18 「第 11回スマホ何でも相談会」

「久宝寺小学校６年生作成の三角紙とうろう」
返却 （卒業記念として）

～

～

～

20 「コミュニティウォーキング 2022」
まち歩きガイド

25 「久宝寺小学校２年生まち探検」 受け入れ8「久宝寺小学校6年生フィールドワーク」

「綿の出前授業」
＜八尾小学校１年生＞

25 「綿の出前授業」
＜高美小学校１年生＞

「第 10回スマホ何でも相談会」 18

久宝寺小学校６年生作成
「久宝寺寺内町案内パンフレット」 展示 ～

25

「ひなかざり」 展示
＜まちなみ麟角堂＞

（一般開放：2/25,26,3/3,4,5）

25
～

3/5

21 「まちなみ交流会」

28 「大水路」 清掃

「東大阪市長瀬老人センター」 まち歩きガイド 11

12 「久宝寺寺内町で婚活Ⅶ」 まち歩きガイド

25 「八尾市高齢クラブ連合会」 まち歩きガイド

植木剪定
＜まちなみセンター＞ 13

25 「久宝寺緑地アドプト」 清掃

18・

「綿の出前授業」では、
綿繰り体験と糸紡ぎの実演を
行いました。

「こんなサツマイモもとれたよ～」
園に持ち帰ったさつまいもは全部
で 98Kg あったそうです。

「久宝寺小学校６年生フィールドワー
ク」では、６年生のみなさんに寺内
町を案内しました。
６班に分かれて、寺社や久宝寺城址、
物見の松址などをまわりました。

「久宝寺自然素材工作ワークショッ
プ」で、「河内木綿で作る干支 (うさぎ )
の壁掛けカレンダー」を兄弟で作っ
てくれました。

３月 21 日に行われた
「まちなみ交流会」には、
約 80 名の方にご参加いた
だき、楽しい時間を過ご
すことができました。
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久
宝
寺
の
氏
神
を
祀
る
許
麻

神
社
は
、
寺
内
町
が
で
き
る
よ

り
は
る
か
昔
、
１
１
０
０
年
以

上
前
か
ら
こ
の
地
を
守
っ
て
き

ま
し
た
。

　
こ
の
由
緒
あ
る
神
社
の

拝
殿
前
に
佇
む
一
対
の
狛

犬
は
、
安
永
9
年
（
１
７

８
０
年
）
に
安
置
さ
れ
、

邪
気
を
払
う
魔
除
け
と
し

て
神
社
神
域
を
守
っ
て
き

ま
し
た
。
八
尾
市
内
で
は

二
番
目
に
古
い
狛
犬
で
あ

り
、
和
泉
砂
岩
製
の
『
浪

速
型
狛
犬
』
と
い
わ
れ
、

優
れ
た
造
形
美
と
威
厳
の

あ
る
姿
が
特
徴
的
で
す
。

　
し
か
し
、
長
い
歳
月
の

中
で
幾
多
の
風
雨
や
災
害

に
晒
さ
れ
表
面
の
剥
離
や

欠
損
な
ど
、
今
日
で
は
痛

痛
し
い
姿
に
な
っ
て
お
り
、

神
社
関
係
者
か
ら
再
建
の
声

が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
宮
司
や
総
代
た
ち
が
話
し

合
っ
た
結
果
、
狛
犬
の
一
大
産

地
で
あ
る
愛
知
県
岡
崎
市
の
名

匠
に
新
し
い
狛
犬
の
製
作
を
お

願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
製
作
に
あ
た
っ
て
は
、
い

つ
ま
で
も
地
域
の
宝
で
あ
り
続

け
る
た
め
に
、
今
あ
る
狛
犬
を

模
し
て
製
作
す
る
「
模
刻
」
と

丈
夫
な
「
花
崗
岩
」
を
使
用
す

る
こ
と
を
前
提
と
し
ま
し
た
。

　
４
月
16
日
（
日
）
に
は
２
４

３
年
ぶ
り
に
再
建
さ
れ
た
堂
々

と
し
た
白
く
輝
く
姿
の
狛
犬

を
、
多
く
の
方
々
に
お
披
露
目

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一

方
、
大
役
を
終
え
た
先
代
の
狛

犬
は
修
復
を
終
え
、
境
内
の
一

　
　
角
に
安
置
し
て
い
ま
す
。

　
　
新
旧
の
狛
犬
を
見
比
べ
て

　
　
み
る
の
も
楽
し
み
の
ひ
と

　
　
つ
か
と
思
い
ま
す
。
再
建

　
　
費
用
に
つ
い
て
は
、
氏
子

　
　
が
中
心
と
な
り
寄
付
を
募

　
　
り
、
多
く
の
方
の
賛
同
を

　
　
得
て
目
標
額
を
超
え
る
こ

　
　
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　
　
今
年
は
参
道
を
カ
ラ
ー

　
　
舗
装
に
し
た
り
、
夏
ま
つ

　
　
り
に
は
今
年
修
復
し
た
ば

　
　
か
り
の
布
団
太
鼓
を
お
披

　
　
露
目
す
る
予
定
な
ど
、
狛

　
　
犬
の
再
建
と
あ
わ
せ
て
　

　
　
様
々
な
整
備
が
進
ん
で
い

　
　
ま
す
。
地
域
の
方
々
に
支

え
ら
れ
た
神
社
で
時
の
移
ろ
い

を
感
じ
ら
れ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　
　
　
　（
文
　
太
田
耕
司
）

地
域
の
歴
史
や
文
化
を
体
現

アリオ八尾が「地域貢献賞」受賞！
　
今
年
４
月
、
ア
リ

オ
八
尾
が
、
一
般
社

団
法
人
日
本
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
協

会
が
選
ぶ
、
第
７
回

地
域
貢
献
大
賞
の

「
地
域
貢
献
賞
」
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
地
域
活
性
化
に
取
り
組
み 

、 

地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て
地
域
住
民
の
生
活
に
欠
か
せ

な
い
地
位
を
築
い
て
い
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を

表
彰
す
る
も
の
で
す 

。

　
ア
リ
オ
八
尾
は
、
河
内
木
綿
の
苗
植
え
体
験
な
ど
の

イ
ベ
ン
ト
や
80
秒
映
画
祭
を
行
う
な
ど
、
地
域
の
歴
史

や
文
化
を
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
体
現
し
て
い
る

と
評
価
さ
れ
た
そ
う
で
す
。ま
た
、地
域
と
一
体
と
な
っ

た
取
り
組
み
、
子
ど
も
や
中
高
生
の
育
成
を
考
え
た
取

り
組
み
を
多
数
実
施
し
て
い
る
こ
と
も
評
価
さ
れ
た
そ

う
で
す
。

　
ア
リ
オ
八
尾

を
お
借
り
し
て
、

久
宝
寺
寺
内
町

の
Ｐ
Ｒ
の
た
め

の
イ
ベ
ン
ト
を

行
っ
て
き
た
私

た
ち
Ｎ
Ｐ
Ｏ
久

宝
寺
・
推
進
協

と
し
ま
し
て
も
、

今
回
の
受
賞
を
大
変
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

５月 28 日、アリオ八尾「屋外
グリーンテラス」にて河内木綿の
苗植え体験イベントを実施

２
４
３
年
ぶ
り
に
許
麻
神
社
の
狛
犬
が
再
建
！

い
ず
み
さ
が
ん

も
こ
く

か
こ
う
が
ん



7

2023 年 （令和 5 年）　7 月　1 日　久宝寺 寺内町新聞　vol.14

　

令
和
５
年
１
月
22
日
（
日
）

　

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
研
修
室
に

て
「
三
好
長
慶
と
遊
佐
長
教
」
と

の
表
題
で
、
小
谷
利
明
先
生
に
よ

る
講
演
会
を
開
催
い
た
し
ま
し

た
。
当
日
の
会
場
は
満
員
の
盛
況

で
、
冬
の
寒
さ
を
吹
き
飛
ば
す
熱

気
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。

　

小
谷
先
生
に
は
表
題
に
関
し
、

【
１
】
16
世
紀
前
半
か
ら
後
半
は

ど
ん
な
時
代
か

【
２
】
な
ぜ
阿
波
出
身
の
武
士
が

活
躍

【
３
】
す
べ
て
は
天
文
の
畿
内
一

向
一
揆
か
ら
始
ま
っ
た

【
４
】
父
を
失
っ
た
長
慶
の
行
動

【
５
】
木
沢
長
政
の
乱
、
遊
佐
長

教
の
飛
躍

【
６
】
三
好
長
慶
の
天
下
取
り

　

以
上
６
つ
の
項
目
に
つ
い
て
用

意
し
て
い
た
だ
い
た
レ
ジ
メ
や
史

料
に
基
づ
き
お
話
し
さ
れ
ま
し

た
。

　

三
好
長
慶
が
ど
の
よ
う
に
し
て

天
下
取
り
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き

た
の
か
、
そ
れ
に
遊
佐
長
教
は
ど

う
関
わ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
年
代
順
に
興
味
深
い
話
を
交

え
、説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
の
こ
と
を
も
っ
と
知

り
た
い
と
い
う
方
に
多
く
集
ま
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
皆
様
熱

心
に
耳
を
傾
け
て
お
ら
れ
ま
し

た
。

　
　

　

令
和
５
年
４
月
16
日
（
日
）

　

顕
証
寺
本
堂
に
て
「
秀
頼
時
代

の
豊
臣
家
～
大
坂
の
陣
は
な
ぜ
起

こ
っ
た
の
か
」
と
の
表
題
で
、
北

川
央
先
生
に
よ
る
講
演
会
を
開
催

い
た
し
ま
し
た
。
当
日
は
会
場
が

広
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
満

員
の
人
で
席
は
埋
ま
り
ま
し
た
。

北
川
先
生
に
は
表
題
に
関
し
、

【
１
】 

関
ケ
原
合
戦
後
の
豊
臣
家　
　

【
２
】 

摂
関
家
の
当
主
・
豊
臣
秀　
　

頼

  

以
上
２
つ
の
項
目
に
つ
い
て
、

用
意
し
て
い
た
だ
い
た
レ
ジ
メ
、

史
料
、
参
考
文
献
等
に
基
づ
き
、

お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

　

関
ケ
原
合
戦
後
の
豊
臣
家
の
状

態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
現

在
、
そ
の
後
の
大
坂
の
陣
を
見
直

す
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
を

分
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

久
宝
寺
地
区
は
も
と
よ
り
、
そ

れ
以
外
の
地
区
か
ら
も
多
数
参
加

し
て
い
た
だ
き
、「
興
味
深
い
内

容
を
、
分
か
り
や
す
く
解
説
し
て

い
た
だ
き
楽
し
く
受
講
で
き
ま
し

た
」
と
の
お
声
を
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

今
年
度
も
講
演
会
を
予
定
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
参
加
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

ひ
ろ
し
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花田 禎一　太田 耕司　太田 隆　金田 広　西本 忠吉　渕 孝治　中堂 由之　山分 進　正埜 修　小寺 崇

真木 伊佐夫　横山 久美子　冨山 喬三　田中 良明　友金 節子　柏原 美知光

久
宝
寺
小
学
校 

創
立
１
５
０
周
年
記
念
特
別
企
画
！

長
年
に
わ
た
り
地
域
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
々
を
中
心
に
、
小
学
生
時
代
の

思
い
出
や
卒
業
後
の
同
級
生
と
の
繋
が
り
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

NPO久宝寺・推進協の役員及びスタッフの中には、久宝寺小学校出身者が
たくさんいます。日々、地元 “久宝寺” のために活動しています。

　
私
た
ち
の
小
学
生
時
代
は
戦
争
中

で
、
登
校
時
は
肩
か
ら
防
空
ズ
キ
ン

を
掛
け
て
い
ま
し
た
。
学
校
の
窓
ガ

ラ
ス
に
は
十
字
と
バ
ッ
テ
ン
の
テ
ー

プ
が
貼
っ
て
あ
り
ま
し
た
。

　
鐘
が
カ
ン
カ
ン
カ
ア
ン
と
鳴
る
と

朝
礼
台
に
お
っ
か
な
い
先
生
が
立
っ

て
お
ら
れ
、
ラ
ッ
パ
隊
（
高
等
小
学

校
卒
業
生
）
に
合
わ
せ
て
６
年
生
か

ら
１
年
生
ま
で
が
、
先
生
の
号
令
に

合
わ
せ
運
動
場
を
行
進
し
ま
し
た
。

友
金
　
節
子

（
昭
和
19
年
度
卒
﹇
終
戦
の
年
﹈）

　
創
立
１
５
０
周
年
誠
に
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
卒
業
生
と
し
て

誇
り
に
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
の
年
代
だ
け
な
の
か
あ
ま

り
定
か
で
は
な
い
の
で
す
が
、
入
学

時
か
ら
卒
業
ま
で
ク
ラ
ス
替
え
は
な

く
、
同
じ
友
で
卒
業
し
た
の
を
今
も

覚
え
て
い
ま
す
。「
１
年
３
組
、
２

年
３
組
と
い
う
よ
う
に
６
年
間
」
３

組
で
通
し
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
昭
和
30
年
の
卒
業
で
、

年
を
重
ね
友
も
少
な
く
は
な
り
ま
し

た
が
、
今
も
時
た
ま
に
お
会
い
し
て

い
ま
す
。

冨
山
　
喬
三
（
昭
和
29
年
度
卒
）

　
私
が
久
宝
寺
小
学
校
に
在
籍
し
て

い
た
頃
は
軟
式
野
球
部
が
あ
り
ま
し

た
。
八
尾
市
の
中
で
も
強
豪
校
で
し

た
が
、
６
年
生
の
冬
の
「
本
堂
杯
野

球
大
会
」
で
は
、
決
勝
で
南
山
本
小

学
校
に
３
対
２
で
敗
れ
、
惜
し
く
も

準
優
勝
に
お
わ
り
ま
し
た
。

　
顧
問
の
向
出
恵
宥
先
生
は
、
試
合

内
容
、
結
果
、
個
人
成
績
を
掲
載
し

た
「
久
★
宝
★
ス
★
ポ
★
ー
★
ツ
」

と
い
う
新
聞
を
ガ
リ
版
刷
り
で
１
〜

６
号
ま
で
作
成
し
、
部
員
に
配
布
し

て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
昨
年
、
家
の

整
理
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
新

聞
の
全
て
が
出
て
き
ま
し
た
。
当
時

の
こ
と
を
思
い
出
し
、
同
窓
生
と
の

話
も
は
ず
み
ま
し
た
。

真
木
　
伊
佐
夫
（
昭
和
41
年
度
卒
）

向
出
先
生
に
コ
ピ
ー
し
て
お
送
り
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
の

手
元
に
も
残
っ
て
お
ら
ず
喜
ば
れ
た
そ
う
で
す
。

【
真
木
家
か
ら
見
つ
か
っ
た
な
つ
か
し
い
新
聞

　
　
　
　
　
　
　
　「久
★
宝
★
ス
★
ポ
★
ー
★
ツ
」】
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今
年
67
カ
ラ
ッ
ト
の
皆
が
集

ま
る
と
、
当
時
に
戻
り
ま
す
。

　
雪
だ
る
ま
な
ら
ぬ
、
雪
ラ
イ

オ
ン
を
作
っ
て
先
生
に
褒
め
ら

れ
た
こ
と
、
鼻
を
つ
ま
ん
で
飲

ん
だ
脱
脂
粉
乳
、
楽
し
み
だ
っ

た
揚
げ
パ
ン
、
冷
凍
ミ
カ
ン
、

伊
勢
修
学
旅
行
と
話
は
尽
き
ま

せ
ん
。

　
還
暦
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
開
き
、

現
在
47
名
。
毎
日
、Ｆ
Ｍ
ち
ゃ
お

の
Ｄ
Ｊ
オ
イ
ル
君
の
早
朝
Ｃ
Ａ

Ｌ
Ｌ
と
格
言
で
始
ま
り
、
締
め

は
夜
９
時
に
「
帯
喜
太
」
の
し
ゅ

う
へ
い
君
の
「
体
操
し
ま
し
ょ

う
か
⁉
」Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｌ
で
結
ば
れ
ま

す
。

塚
本
　
能
三
　

　
１
５
０
周
年
と
い
う
節
目
を
迎
え
、
先
人

の
方
々
や
地
域
の
方
々
の
、
子
ど
も
た
ち
の

学
び
舎
を
存
続
さ
せ
る
思
い
、
次
の
時
代
を

担
う
子
ど
も
た
ち
の
成
長
へ
の
願
い
を
、

犇
々
と
感
じ
て
い
ま
す
。
１
５
０
周
年
を
伝

え
る
横
断
幕
に
は
、「
地
域
の
み
な
さ
ま
と

と
も
に
　
こ
れ
ま
で
も
　
こ
れ
か
ら
も
」
と

記
載
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
久
宝
寺
小
学
校
と
子
ど
も
た

ち
の
こ
と
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
令
和
５
年
６
月
、
自
動
車
販
売
修
理

の
株
式
会
社
タ
イ
キ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

ン 

代
表
取
締
役 
今
井
太
三
郎
氏
よ
り
、

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
へ
車
い
す
を
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
井
氏
は
今
回
、
合
計
26
台
の
車
い

す
を
八
尾
市
に
寄
贈
し
、
25
台
は
八
尾

市
立
病
院
、
１
台
は
ま
ち
な
み
セ
ン

タ
ー
へ
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
ご
自
身
の

病
気
の
経
験
か
ら
そ
の
と
き
の
恩
返
し

を
し
よ
う
と
、
こ
れ
ま
で
に
も
市
に
車

い
す
を
寄
贈
さ
れ
て
き
た
そ
う
で

す
。

　
そ
し
て
、
そ
ん
な

今
井
氏
も
「
久
宝
寺

小
学
校
の
卒
業
生
」

で
す
！

大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

　
私
が
小
学
生
の
と
き
は
、
ク
ラ
ス
の

名
前
が
月
、
雪
、
花
組
と
華
や
か
な
名

前
で
し
た
。

　
４
年
生
の
と
き
に
校
舎
裏
の
先
生
手

作
り
の
土
俵
で
相
撲
を
取
っ
た
こ
と

が
、
楽
し
い
思
い
出
と
し
て
心
に
残
っ

て
い
ま
す
。

　
来
年
は
節
目
の
年
で
、
同
窓
会
を
開

催
す
る
予
定
で
す
。

横
山
　
久
美
子
（
昭
和
41
年
度
卒
）

　
小
学
２
年
生
の
時
に
自
分
た
ち
の
校

舎
が
火
事
で
焼
け
落
ち
た
こ
と
が
50
年

以
上
た
っ
た
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来

事
で
す
。

　
そ
の
２
年
後
に
節
目
の
１
０
０
周
年

を
迎
え
、
記
念
行
事
と
し
て
久
宝
寺
緑

地
の
陸
上
競
技
場
で
運
動
会
が
開
催
さ

れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
、
一
番
の
想
い
出
は
、
子

ど
も
会
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
な
ど
の
行
事

で
違
う
学
年
の
人
た
ち
や
地
域
の
大
人

の
方
た
ち
と
ふ
れ
あ
え
た
こ
と
で
す
。

渕
　
孝
治
（
昭
和
49
年
度
卒
）

　
入
学
当
時
は
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
で
授
業

を
受
け
て
い
ま
し
た
。
木
造
校
舎
も
あ

り
、
な
つ
か
し
の
雲
梯
や
藤
棚
。
給
食

の
揚
げ
パ
ン
の
味
も
覚
え
て
い
ま
す
。

プ
ー
ル
の
授
業
は
中
学
校
ま
で
入
り
に

行
き
、放
課
後
は
ビ
ー
ダ
ン
（
ビ
ー
玉
）、

カ
ラ
ヤ
（
カ
ラ
ー
ボ
ー
ル
野
球
）
で
遊

び
ま
し
た
。

　
１
０
０
周
年
の
時
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
埋
め
た
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

中
堂
　
由
之
（
昭
和
51
年
度
卒
）
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久
宝
寺
寺
内
町
は
、
１
５
４
１

年
頃
に
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
今
回
は
、
そ
れ
以
前
の
久

宝
寺
の
様
子
に
つ
い
て
、
久
宝
寺

周
辺
の
遺
跡
な
ど
を
参
考
に
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
竜
華
操
車
場
（
現
JR
久
宝
寺

駅
周
辺
）
で
の
発
掘
調
査
で
は
、

弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け

て
の
遺
構
と
し
て
JR
久
宝
寺
駅
か

ら
久
宝
寺
地
区
に
流
れ
る
川
幅

１
５
０
ｍ
も
あ
る
大
規
模
河
川
跡

（
久
宝
寺
分
水
路
）
と
河
川
に
沿

う
よ
う
に
田
畑
と
集
落
跡
及
び
大

規
模
な
墳
墓
群
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
集
落
跡
か
ら
は
山
陰

地
方
や
南
関
東
系
の
ほ
か
、
朝
鮮

半
島
系
の
土
器
類
な
ど
が
出
土
し

て
い
ま
す
。

二
、
近
畿
自
動
車
道
工
事
の
調
査

で
は
、
外
洋
を
航
海
で
き
る
「
準

構
造
船
」
の
一
部
が
確
認
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
河
川
を
利
用
し

た
日
本
国
内
お
よ
び
朝
鮮
半
島
と

の
海
運
に
よ
る
物
流
や
人
的
交
流

の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

三
、
墳
墓
群
の
中
に
は
、
中
河
内

地
域
で
最
初
に
定
型
化
し
た
壺
形

埴
輪
を
持
つ
古
墳
を
築
造
し
得
た

首
長
の
存
在
を
示
す
前
方
後
方
形

墳
（
久
宝
寺
古
墳
）
が
確
認
さ
れ

て
お
り
、
飛
鳥
時
代
に
は
、
跡
部

や
木
の
本
が
物
部
氏
の
拠
点
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
首
長

は
物
部
氏
の
前
身
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

四
、
物
部
氏
滅
亡
後
に
は
、
渋
川

天
神
社
付
近
に
「
渋
河
廃
寺
」
の

痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
蘇
我

氏
が
大
和
飛
鳥
に
建
て
た
豊
浦
寺

の
瓦
に
類
似
し
た
瓦
が
出
土
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
蘇
我
氏
の
影
響

力
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
両
側
に
側
溝
の
あ

る
特
徴
の
道
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、
難
波
宮
か
ら
平
城
宮
に
い
た

る
「
渋
河
道
」
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

五
、
久
宝
寺
地
区
内
に
つ
い
て
、

久
宝
寺
小
学
校
の
体
育
館
建
て
替

え
時
の
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
の

竪
穴
式
住
居
跡
が
確
認
さ
れ
、
ま

た
、
ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
建
設
時

の
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
・
平
安

時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
水
田
跡
と

南
東
か
ら
北
西
に
流
れ
る
自
然
河

川
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
地
層
断

面
か
ら
は
河
川
の
氾
濫
が
繰
り
返

し
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま

す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
久
宝
寺
周

辺
は
、「
久
宝
寺
分
水
路
」
を
活

用
し
た
生
産
域
と
そ
れ
を
管
理
す

る
集
落
が
存
在
し
、
集
落
を
取
り

ま
と
め
る
物
部
氏
に
つ
な
が
る
首

長
が
誕
生
し
、
物
部
氏
の
後
は
蘇

我
氏
の
影
響
が
考
え
ら
れ
、
奈
良

時
代
に
は
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

文 武田葉二   
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八
尾
市
で
は
、
歴
史
文
化

的
資
源
が
残
り
、
保
全
す
べ

き
良
好
な
ま
ち
な
み
が
残
っ

て
い
る
地
区
の
景
観
を
守
り

育
て
る
た
め
、
久
宝
寺
寺
内

町
を
重
点
地
区
に
指
定
し
て

い
ま
す
。

　
久
宝
寺
寺
内
町
の
景
観
づ

く
り
の
目
標
は
、
寺
院
を
中

心
に
栄
え
た
寺
内
町
と
し
て

当
時
の
町
割
り
が
残
さ
れ
、

厨
子
２
階
・
虫
籠
窓
等
、
町

家
の
形
態
が
現
存
す
る
久
宝

寺
寺
内
町
ら
し
い
歴
史
・
文

化
の
趣
あ
る
景
観
を
受
継
ぎ
、

古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
が

調
和
す
る
ま
ち
を
つ
く
る
こ

と
で
す
。
こ
の
目
標
を
達
成

す
る
た
め
に
様
々
な
取
り
組

み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
２
つ
の
事
業
を

紹
介
し
ま
す
。

○
対
象
地
域
は
、

八
尾
市
景
観
計
画

で
定
め
る
久
宝
寺

寺
内
町
重
点
地
区

の
範
囲

〇
補
助
対
象
者
は
、

地
区
内
に
お
い
て
、

修
景
基
準
に
適
合

し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
工
事
等
を

し
よ
う
と
す
る
住

宅
等
の
所
有
者

〇
補
助
対
象
事
業
・

補
助
金
額
は
、
下

の
表
の
と
お
り
で

す

【
生
活
道
路
の
整
備
を
行
い
、
歴
史
的
環
境
と

調
和
し
た
景
観
形
成
を
図
る
た
め
の
事
業
】

＊
令
和
５
年
７
月
末
ま
で
、

「
研
修
室
」
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

　　(
空
調
工
事
の
た
め
)

八
尾
市
景
観
計
画
に
つ
い
て

①
令
和
２
年
度
か
ら
の
久
宝
寺
寺
内
町

　
景
観
整
備
事
業
に
よ
る
道
路
美
装
化
工
事

②
久
宝
寺
寺
内
町
地
区
内
の
家
屋
等
の
修
景

　
工
事
に
対
す
る
補
助
制
度

【
八
尾
市
景
観
計
画
の
久
宝
寺
寺
内
町
重
点
地

区
に
お
い
て
、
建
築
物
及
び
工
作
物
の
新
築
・

増
築
・
改
築
や
修
繕
（
届
出
が
必
要
で
す
。）

な
ど
に
要
す
る
修
景
整
備
費
の
一
部
に
対
し
補

助
金
を
交
付
す
る
制
度
】

道路美装化工事が完了した
中之町通り

八尾市景観計画で定める
久宝寺寺内町重点地区の範囲

令和 5 年度久宝寺寺内町
景観整備事業の対象路線

【
問
合
せ
先
】

  

八
尾
市 

都
市
整
備
部 

都
市
政
策
課

　 

℡ 

０
７
２‐

９
２
４‐

３
８
５
０

　
　  

０
７
２‐

９
２
４‐

０
２
０
７

Fax

令和５年
８月 20日
をもちまして
閉館すること
になりました

補助対象事業

歴史的景観の保全及び整備のた
めに必要な建築物の新築・増築・
改築または修繕（外観に係るも
のに限る）。

修景整備のために行われる建築
工事等に必要な設計に係る経費

（工事管理費を含む）。

補助率 補助金の上限

1/3 100 万円

― 10 万円

つ
　
し

む
し
こ
ま
ど
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発
行
元　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
寺
内
町
久
宝
寺
（
八
尾
市
ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
）　

〒
５
８
１
・
０
０
７
２
大
阪
府
八
尾
市
久
宝
寺
３
―
３
―
20　

℡
０
７
２
―
９
２
４
―
６
３
７
１

協　

賛　

久
宝
寺
寺
内
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
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毎朝 ～（休館日をのぞく）
八尾市まちなみセンター研修室にて
申し込み不要
お気軽にお越しください。

地図

ボランティアガイドをし
ていただける方を募集し
ています！
久宝寺寺内町に興味のあ
る方や歴史が好きな方！
経験は問いません。

ご不用の紡車・綿繰り機
はございませんか？
お持ちでしたらご提供く
ださい！
多少の不具合・故障は問
いません。

「 久宝寺木綿わたの会」の
メンバーを募集中です！

（ 種まき・水やり・収穫・
糸紡ぎのお手伝いをして
いただける方）


