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「西堤～御厨の古代から歴史の
   移りかわりを見る」コース

西に旧大和川の本流であった長瀬川。北は現大東市まで広がっていた新開池、魚介類は平

安時代、天皇家に献上されていました。東の楠根川は江戸時代の運河。低湿地帯で何もない

と思われるこの地には、古代から水に係わる歴史・伝説が多く残っています。大坂・奈良を最

短で結ぶ暗越奈良街道は、江戸時代賑わっていました。現在は先端技術を持つ工場もあり、

じっくり歩いたら多くの発見があります。

①西堤神社・鱗殿

　祭神は天照大神、豊受大神

で西堤の氏神さまです。西堤

では日照りが続くとき、ここに

村人が集い水神社（鱗殿）の

扉を開け雨乞の祈祷が行わ

れたといわれています。村の

北方に内助淵（新開池）に住

んでいた大蛇を退治した様

子が描かれています。新開池

と関連性のある西堤神社鱗

殿です。神社境内の池に祀ら

れている水神社は、鱗殿とも

呼ばれています。河内地方中

央部は土地が低く、雨が降る

と田畑に水がたまり、日照り

が続くと干害に悩まされてました。農民たち

は雨乞い祈願として水神様をたらいの中に

お祀りし、その後ろに「内助淵大蛇退治の古

図」をかけて、般若心経を唱えたそうです。鱗

殿の伝説として、昔、長田から大東市諸福に

かけて広がっていた新開池には大蛇がいる

と伝えられていました。長田のある家の男衆

で内介という人が、ある晩、長く風呂に入って

いるので主人があやしんで見に行くと、大蛇

の姿になって火を吹いていました。内介は自

分の姿を見られたので、逃げて池に入りまし

た。それでこの辺りを内介淵というようになり

ました。その後、この大蛇が水神様を飲もうと

しましたが、飲み込めなかったので鱗を一枚

残して去ったと伝えられています。

　境内の大くすは幹廻が5．29mある巨大な

もので、市の保存樹木のひとつです。　

②大通寺

　融通念仏宗の寺院で西堤村の庄屋であった石津九左

衞門が平野の本山大念仏寺に帰依し西堤の地に道場を

設けて近隣の村々に布教しました。延宝5年（1677）に寺

号を圓通山大通寺と改めたといわれています。寺宝とし

て「内助淵大蛇退治の古図」が残されています。また、寺

には、鎌倉時代末期の絹本著色阿弥陀三尊来迎図が残

され、市内に残る貴重な仏画として昭和60年(1985)に市

の文化財に指定されています。　　

③西堤遺跡・東大阪大学

　昭和51年(1976)8月、初めて東大阪高等学校（現・敬愛高等学校）の校舎増築工事に伴う調査

を実施しました。その結果、古墳時代の後期初めの須恵器や土師器、獣骨類と、奈良時代から

平安時代の墨書土器や朱塗りの皿、古銭（「承和昌宝」＝836年に鋳造）などが発見されました。

調査は引き続き両校敷地を中心に行った結果、平安時代初め頃の特異な遺物の発見が相次

ぎ、記録に現れる「大江御厨」との関連が注目されました。

　東大阪大学のキャンパスの中には、鹿がいます。とてもかわいくて、こども研究センターに集

う子どもたちの人気者です。

④念仏寺

　寺の宗派は融通念仏宗で、平野にある大念仏寺の末寺にあたります。寺の由緒につい

てはあまりよく分かっていません。寺の本尊阿弥陀如来坐像は、江戸時代の初期の元和

元年（1615）に念仏寺の住持であった證誉によって御厨村の本寺に迎えられたもので、

像内には舎利6粒、水晶1顆(か)・浄土三部経・木造蓮華台などが胎内に納めされていま

す。本像の造立にあたってのあつい念仏信仰の様を物語っています。脇侍の観音、勢至

二菩薩像は江戸時代中期寛延3年（1750）に造り加えられました。三尊とも近世の作です

が、銘文によって製作時期とその背景を知ることができる貴重な文化財として、昭和62年

(1987)に市の指定を受けています。 

⑤御厨地蔵

　天神社の西、融通念仏宗の寺である念仏寺の手前の新しい地蔵堂内に延

命厄除地蔵としてまつられています。像はなめらかに彫磨かれた硬質砂岩製

で、左足は踏み下げ、右足は組まずに岩座上に高く立てひざをして座り、右手

を軽くほおに当て、左手に錫杖を持つ半跏思惟相をあらわしています。台石

に、享保6年（1721）12月1日の年号の他、御厨融通念仏講や地蔵講の人々の戒

名とご詠歌が刻まれ、石工西川五良兵衛の名もあります。　

⑥天神社

　天神社は大名持命、少彦命名の二神を祭神。当社の創建年代は

詳らかではないが、別名は御厨子明神と呼ばれていました。現在の

社名は近世に改称したものです。

　大阪府全誌によればこの地（大字御厨）は古来若江郡に属し、江

厨村といわれていました。延喜式の内膳司に「造雑魚鮨十石・味塩

魚六斗河内国江厨所進」と書かれていて、御江厨はこの地であると

裏付けられます。この村の言い伝えにありますと42代文武天皇

（697～707）が吉野に行幸された時、この地から供膳されたのでこ

の地「御厨」を賜ったと伝えられています。

　境内の樟（幹周6．01m）市の天然記念物に指定されています。

⑦辻の地蔵

　御厨天神社の東側、奈良街道との出会う道角に、上部に

石仏を彫った道標があります。東面には「左大坂」、南面に

は「右なら・いせ」、北面には「世話人（不明）寛永四（1792）

壬子八月」と刻まれています。地元では「辻の地蔵さん」とも

呼ばれています。　　　　
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西堤

　昭和43年（1968）、第ニ寝屋川ができるま

では、楠根川が流れていました。西堤の地名

は、楠根川の西の堤ということで名付けられ

たのではなく、現在の大東市諸福から東大阪

鴻池あたりに内助(ないすけ)淵(ぶち)（新開

(しんが)池(いけ)）という大きな池が1704年の

宝永の大和川の付替が行われた310年頃前

まで残っていました。その西の堤にあったの

で西堤と名付けられました。

御厨

　御厨という「厨」は台所の意味で、伊勢神宮、賀茂神社や皇室へ

魚や野菜を納める領地につけられた呼び名です。御厨という地名

は全国にも数多く、大阪府下にもいくつかあったことが知られてい

ます。東大阪の御厨からは、平安時代には近くの海や湖からとれる

魚やすしなどが都へ運ばれていました。

　源平時代や戦国時代の石山本願寺に関わる文書にも御厨の地

名がみられます。暗峠を越えて生駒から奈良へ、また旧大和川の

河口に近く、水路からも大和の各地へつながっていた重要な位置

にありました。大坂城の攻防戦ではこの付近一帯が焼きつくされ、

御厨橋まで焼け落ちました。江戸時代以来、街道の村だった様子

が落語や伊勢音頭の中にも見られます。

⑧八尾警察御厨分署跡・行者堂

　奈良街道沿いに発達した御厨は、明治時代には、この付近の中心

的存在になりました。明治7年（1874）に屯所（巡査が時々見張りをす

る交番）が置かれ、同14年(1881)に現在の御厨会館の場所に「八尾警

察御厨分署」が設置され、当時の若江郡・渋川郡・茨田郡にまたがる

広い地域を管轄していました。

　御厨青年会館（元八尾警察御厨分署）と隣接する祠堂の中に木彫

りの立派な役行者像が講の人たちによって手厚くまつられています。

⑨植田家住宅・御厨付近の暗越奈良街道

　屋敷は、奈良街道に面し、主屋部は、江戸時代後期の貴重な民家と

して昭和52年東大阪市の文化財に指定されています。暗越奈良街道

に面し、江戸時代には街道を行き交う大名が休憩したことを示す本

陣札が残されています。

　大阪玉造二軒茶屋から布施柳通り交差点の北東の細道を入り標

高450mの暗峠をこえて奈良に至る八里八丁の街道が暗越奈良街道

です。

⑩三井会所跡

　宝永元年（1704）大和川の付替により、柏原市安堂付近から堺市を

通って大阪湾に流れ込むように付け替えられました。付け替え後、古

い川の川床や池は埋め立てられて新しい土地、新田が作られました。

その中に菱屋東、菱屋西、菱屋中と新田が三カ所ありました。菱屋の

名は工事を請け負った菱屋庄左衞門の屋号をとったものです。菱屋

の本名は「規矩(きく)氏」といい、新家を元和2年（1616）に開発した紀

州根来の武士 規矩九右衛門の子孫にあたります。

　菱屋は江戸の三井家とも関係の深い商人でしたが、享保17年

（1732）菱屋三新田はすべて三井家の所有となり、明治に入り菱屋中

新田は藤戸家の所有となり、大正6年（1917）に藤戸新田と改められ

ました。その後、三井会所のあった所だけ菱屋中の地名が使われて

いましたが、平成12年(2000)の住居表示変更に伴い、菱屋中という

地名がなくなったのを地元の人が惜しみ、菱屋中の地名顕彰碑が建

てられています。

⑪御厨公園（交通公園）

　道路や横断歩道などが設備されており、交通教育にでも利用でき

ます。中央のヒマラヤスギの木が大きく、桜がきれい！

⑫谷岡記念館・商業史博物館

　昭和10年(1935)に城東商業学校（現大阪商業大学）本館として建

設された鉄筋コンクリート造りの校舎です。従来の学校建築とは違う

意匠を取り入れたモダニズム建造物で、平成12年(2000)10月に国の

登録文化財となりました。

　現在は近世大阪の商業に関する古文書・貨幣・両替屋で使用され

た道具類、河内の農具・木綿資料を展示する商業史博物館として利

用され、一般にも公開されています。

開館時間／10:00～16:30

休館日／日曜日・祝日・創立記念日(2月15日)・年末年始・大学の休暇

中（但し休館日はあらかじめ掲示します）

入館料／無料

TEL／06-6785-6139　

⑬アミューズメント産業研究所

　平成13年（2001）に大阪商業大学の附置研究所として設置されたこ

の研究所は、余暇活動に対する国民の関心の高まりを受けて誕生し

た、大学レベルとして日本初の余暇産業を研究する専門的研究機関。

大局将棋、世界の将棋、チェス、麻雀牌などを展示しています。

会所時間／10：00～16：30 

休所日／日曜、祝日、創立記念日(2月15日)、年末年始、大学の休暇中、

その他研究所が定めた日（ただし休所日はあらかじめ掲示します）

入館料／無料

TEL／06-6618-4068

Ⓐシャトルのメロンパン（移動販売車）

シャトルのカレーパン
（トライくん・ラグボー君・カレンちゃん）

東大阪市西堤学園2-6-31

TEL：06-6787-0599

Ⓑパン工房 鳴門屋

東大阪ラグカレー

東大阪市小阪3-2-24

TEL：06-6782-0732

「西堤～御厨の古代から歴史の移りかわりを見る」コース
東大阪カレーパン会

～毎月８日は、カレーパンの日！限定メニューや割引など独自サービス～

　東大阪市は「モノづくりのまち」「ラグビーのまち」として知られていますが、ご当地グルメ「カレーパンのまち」でも有

名になろうと活動しています。

　きっかけは、平成20年度に市役所若手職員から食ブランドによるまちおこしが提案され、平成23年に東大阪の有志

で会を結成。市内のパン業者と市民がスクラムを組み、カレーパンを食べて元気なまちづくりとカレーパンの普及振興

を目的に活動しています。

「なんでやねん！？」という声が聞こえてきそうですが、かつて東大阪にはカレーで有名なハウス食品（株）のカレー工場

があったこと、またカレーパンがラグビーボールに形が似ている！？からなのです。 

　カレーパン会のお店は東大阪市内で現在20店舗以上。カレーパンのポスターやのぼりが目印です。色んな種類のカ

レーパンを食べ比べしてみてはいかがでしょう！

にしづつみ みくりや

東大阪市内には石切劔箭神社や枚岡神社などの神社仏閣だけでなく、司馬遼太郎記念館や田辺聖子文学館など

の文化施設、また市内の駅には賑わう商店街など多くの資源が存在します。地図を片手にご自身のペースで歩い

て歴史や町並みをじっくり楽しんでみてはいかがでしょう。

～東大阪まち歩きのご案内～

まち歩きコース

東大阪まちガイドボランティアの派遣

日下・石切周辺 文学散歩

帝キネが愛した東大阪

生駒西麓 里山コース

ラグビーのまち東大阪

枚岡～額田周辺散策  枚岡神社秋祭り太鼓台で楽しむ

瓢箪山周辺　いにしえの息吹を感じる

今米の屋敷林と鎮守の森を訪ねる

若江岩田周辺　天下分け目の地をゆく

西堤～御厨 古代からの歴史の移りかわりを見る

JAZZのまち鴻池散歩 鴻池新田会所周辺

えべっさんの街 布施商店街周辺

条件：利用は10名以上の団体、１回につき２～３時間程度

費用：10～14名の場合はお一人あたり200円（資料代）、15名以上の場合は団体で3000円

※入館料・保険料は含まれません。

※まち歩きガイドは限られた人数で対応いたしますので、ご希望に添えない場合があります。

東大阪まちガイドボランティア“ちょこボラ”募集！

東大阪のまちに関心のあるちょこっとボランティアをしたいと思っておられる方、どなたでもご参加できます。

随時募集しておりますので、お気軽にご相談ください。 2020年3月現在

お問合せ先 東大阪観光協会
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
Tel：06-4309-3230 Fax：06-4309-3846

近鉄石切～新石切駅周辺

近鉄永和～河内小阪～八戸ノ里駅周辺

近鉄枚岡～石切駅周辺

近鉄東花園～河内花園駅周辺

近鉄枚岡～額田駅周辺

近鉄瓢箪山駅周辺

近鉄吉田～荒本駅周辺

近鉄若江岩田駅周辺

JR高井田中央～近鉄八戸ノ里駅周辺

JR鴻池新田駅周辺

近鉄布施駅周辺
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