
三
四
巻

　

江
戸
時
代
の
八
尾
別
院
・
大
信
寺

の
建
物
に
つ
い
て
、
前
回
は
、
そ
の

本
堂
が
移
築
さ
れ
、
東
京
都
港
区
の

善ぜ
ん

福ぷ
く

寺じ

の
本
堂
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
そ
の
善
福
寺
に
残
る
、

大
信
寺
か
ら
移
築
さ
れ
た
こ
と
を
示

す
も
の
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

　

本
堂
中
央
の
屋
根
の
前
方
に
張
り

出
し
た
向こ

う

拝は
い

と
呼
ば
れ
る
部
分
を
支

え
る
柱
の
下
部
の
装
飾
品
「
沓く

つ

巻ま
き

板い
た

」

と
呼
ば
れ
る
銅
板
に
は
、
江
戸
時
代

の
本
堂
再
建
の
際
に
、
こ
の
銅
板
を

寄
進
し
た
人
物
の
名
前
と
そ
の
在
住

地
と
考
え
ら
れ
る
「
久
宝
寺
村
西
町ま
ち

」

と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

久
宝
寺
村
西
町
は
久
宝
寺
寺
内
町
の

中
に
あ
っ
た
町
で
す
が
、
こ
れ
は
、

大
信
寺
が
あ
る
八
尾
寺
内
町
だ
け
で

な
く
、
久
宝
寺
寺
内
町
に
も
支
援
者

が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
銅
板
に
は
、
製
作

場
所
が「
大
坂
南み

な
み

御み

堂ど
う

」で
あ
る
と
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
大
坂

南
御
堂
は
大
坂
に
お
け
る
東
本
願
寺

の
拠
点
で
、
寺
院
に
関
す
る
銅
製
品

な
ど
を
作
る
職
人
が
多
く
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
善
福
寺
の
本
堂
が
大

信
寺
か
ら
移
築
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

貴
重
な
証
拠
で
す
。

　

ま
た
、
大
信
寺
の
建
物
で
移
築
さ

れ
た
の
は
本
堂
だ
け
で
は
な
く
、
山

門
や
鐘し

ょ
う

楼ろ
う

な
ど
が
三
重
県
桑
名
市
の

桑
名
別
院
・
本ほ

ん

統と
う

寺じ

に
運
ば
れ
て
い

た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。
本
統

寺
も
善
福
寺
と
同
じ
よ
う
に
太
平
洋

戦
争
の
空
襲
で
焼
失
し
、
戦
後
の
復

興
に
合
わ
せ
て
大
信
寺
か
ら
移
築
さ

れ
た
よ
う
で
、
こ
ち
ら
も
ま
た
現
在

に
そ
の
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
河
内
名
所
図
会
』

に
描
か
れ
た
大
信
寺
の
立
派
な
伽が

藍ら
ん

を
構
成
し
た
建
物
は
、
場
所
を
変
え
、

今
も
な
お
当
時
の
姿
を
残
し
て
い
る

の
で
す
。

▲�善福寺の沓巻板
（全体）

◀�寄進した人物の
名前や在住地が
刻まれている

続
・
河
内
名
所
図ず

会え

を
訪
ね
て
⑥
〜
大
信
寺
の
建
物 

そ
の
後
・
後
編
〜


