
「
吹
田
市
佐
井
寺

風
土
記
こ
ぼ
れ
話
」
の
こ
ぼ
れ
話

編

集

部

「
吹
田
市
佐
井
寺
風
土
記
こ
ぼ
れ
話
」
(
以
下
「
こ
ぼ
れ
話
」
)

を
取
り
上
げ
る
に
当
た
っ
て
、
加
浅
野
倉
平
さ
ん
に
著
者
藤
井

久
義
氏
の
消
息
調
査
、
転
載
に
あ
た
っ
て
の
関
係
先
か
ら
の
了

解
の
取
得
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
場
所
の
現
況
の
情
報
提
供
な
ど

協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
快
く
お
引
受
け
頂
き
、
同
期

の
お
友
達
も
動
員
し
て
ご
調
査
頂
き
ま
し
た
。

浅
野
さ
ん
は
二
O
O
三
年
以
来
同
期
の
方
々
と
「
佐
井
寺
散

歩
」
を
何
度
も
催
さ
れ
、
案
内
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
に
は

「
こ
ぼ
れ
話
」
を
お
お
い
に
活
用
さ
れ
ま
し
た
。
会
誌
十
二
号

に
は
「
二
十
回
生
佐
井
寺
を
歩
く
」
を
ご
寄
稿
頂
い
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
「
佐
井
寺
散
歩
」
の
写
真
に
加
え
、
今
回
新

た
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
多
数
提
供
し
て
頂
い
て
お
り
、
連
載

の
中
で
使
用
さ
せ
て
頂
く
予
定
で
す
。
以
下
は
浅
野
さ
ん
か
ら

頂
い
た
報
告
の

一
部
で
す
。

一
.
藤
井
久
義
氏
に
つ
い
て

「
と
ぽ
れ
話
」
の
表
紙
の
題
字
を
書
か
れ
た
北
脇
欣

一
郎
氏
の

お
嬢
様
で

2
0
回
同
期
生
の
石
橋
(
旧
姓
北
脇
)
祥
子
さ
ん
よ

り
、
依
頼
を
し
て
お
き
ま
し
た
藤
井
氏
に
関
す
る
報
告
を
戴
き

ま
し
た
が
、
藤
井
氏
は
確
か
に
北
脇
邸
に
出
入
を
さ
れ
て
い
た

宮
脇
氏
は
藤
井
氏
の
消
息
は
こ
れ
以
上
掴
め
な
い
と
の
判
断
を

さ
れ
、
「
こ
ぼ
れ
話
」
(
発
行
者
は
佐
井
寺
町
自
治
会
)
の
会
誌
「
千

里
山
」
へ
の
掲
載
に
付
い
て
は
自
治
会
と
し
て
了
承
致
し
ま
す

と
の
ご
返
事
を
戴
い
て
き
ま
し
た
。

宮
脇
邸
を
辞
去
後
、
堀
上
さ
ん
に
案
内
を
し
て
も
ら
い
、
藤

井
氏
が
「
こ
ぼ
れ
話
」
を
書
か
れ
て
い
た
頃
住
ん
で
お
ら
れ
た
中

邸
を
見
に
行
き
ま
し
た
。
中
邸
の
写
真
を
添
付
し
て
お
き
ま
し

た
が
、
藤
井
氏
は
中
邸
の
玄
関
の
脇
の
白
い
壁
の
建
物
に
住
ん

で
居
ら
れ
た
と
の
事
で
し
た
。
又
、
堀
上
さ
ん
か
ら
も
藤
井
氏

が
「
あ
ん
摩
」
を
生
業
と
し
て
お
ら
れ
た
と
の
話
を
承
り
ま
し

た
。堀

上
さ
ん
は
中
氏
に
も
藤
井
氏
の
事
を
聞
か
れ
た
そ
う
で
す

が
、
中
氏
も
代
替
わ
り
を
し
て
お
り
藤
井
氏
の
事
は
全
然
お
分

か
り
に
な
ら
な
い
と
の
事
で
し
た
。

よ
う
に
思
う
が
、
挨
拶
を
し
た
事
は
な
く
面
識
は
な
か
っ
た
と

の
事
で
、
ご
実
家
の
方
に
も
問
い
合
わ
せ
を
し
て
戴
い
た
よ
う

で
す
が
、
特
に
藤
井
氏
に
関
す
る
事
は
判
ら
な
か
っ
た
と
の
事

で
し
た
。

石
橋
さ
ん
は
今
で
も
親
し
く
お
付
き
合
い
を
さ
れ
て
い
る
、

2
0
回
生
同
期
で
高
校
を
卒
業
後
「
佐
井
寺
農
協
」
に
就
職
さ

れ
た
伴
(
旧
姓
古
樫
)
薫
さ
ん
に
連
絡
を
と
っ
て
、
藤
井
氏
に
関

す
る
記
憶
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
藤
井
氏
は
「
あ
ん
摩
さ
ん
H

マ

ッ
サ
ー
ジ
師
」
を
さ
れ
て
お
り
、
古
樫
家
・
和
仁
家
に
良
く
呼

ば
れ
て
治
療
に
来
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
家
に
も
今
に
し
て

思
え
ば
、
佐
井
寺
の
皆
さ
ん
か
ら
情
報
の

「取
材
」
を
行
っ
て

お
ら
れ
た
の
で
は
と
の
事
で
し
た
。
な
お
、
ご
家
族
は
見
か
け

た
こ
と
が
な
く
、
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
事
で

し
て
。
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二
.
宮
脇
佐
井
寺
自
治
会
長
宅
訪
問

四
月
五
日
に
宮
脇
善
雄
佐
井
寺
自
治
会
長
宅
を
荒
木
弘
進
さ

ん
、
堀
上
(
旧
姓
葛
野
)
快
子
さ
ん
、
浅
野
の
3
名
で
訪
問
し
ま

し
た
。
宮
脇
氏
も
千
二
小
の
卒
業
生
で
初
回
生
に
あ
た
る
よ
う

で
す
。
3
年
ほ
ど
前
に
自
治
会
長
に
就
か
れ
た
と
か
で
す
が
、

佐
井
寺
は
全
体
的
に
代
替
わ
り
し
て
お
り
、
藤
井
氏
の
事
に
つ

い
て
ほ
と
ん
ど
情
報
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
達

の
手
持
ち
の
藤
井
氏
に
関
す
る
情
報
を
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
、

藤
井
氏
が
住
ん
で
お
ら
れ
た
中
邸
玄
関
右
脇
の
建
物
。

佐
井
寺
に
は
立
派
な
門
構
え
の
お
宅
が
多
く
、
門
構
え
に
隣
接
し
て

普
は
門
番
の
住
ま
い
に
使
わ
れ
た
建
物
も
あ
り
ま
す
。

ト、
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「
こ
ぼ
れ
話
」
で
取
り
上
げ
て
い
る
主
な
場
所
に
つ
い
て
は
吹

田
市
立
博
物
館
の

H
P
掲
載
の
「
佐
井
寺
地
域
歴
史
散
歩
」
で

簡
潔
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
許
可
を
頂
い
て
以
下
に
転
載
し
ま

す
。
な
お
、
原
典
は
「
す
い
た
歴
史
散
歩
」
(
平
成
日
年
3
月

知
日
刊
吹
田
市
郷
土
史
研
究
会
著
吹
田
市
教
育
委
員
会
発

行
)
で
、
千
里
山
会
総
会
で
も
希
望
者
に
頒
布
致
し
ま
し
た
。

-
佐
井
寺
地
域
【
向
か
い
坂
と
地
蔵
道
標
】
(
佐
井
寺
工
。
)

こ
こ
は
「
向
か
い
坂
」
と
呼
ば
れ
、
天
道
か
ら
佐
井
寺
へ
向

か
う
道
と
岸
部
村
か
ら
出
た
佐
井
寺
観
音
へ
参
詣
す
る
道
と
が

出
会
う
所
で
す
。
こ

の
位
置
に
建
て
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る

石
造
物
が
、
佐
井
寺
交
番
南
向
か
い
の

「向
か
い
坂
地
蔵
」
と

呼
ぶ
所
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
道
標
と
呼
ん
で
い
い
も
の
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、

享
和
3
2
g
u
)
年
・
文
化
7
(
目∞
5)
年
の
年

号
と
二
法
名
が
彫
ら
れ
て
い
て
、
地
蔵
像
を
中
央
に
し
て
「
右

吹
田
」
「
左
き
し
べ
」
と
刻
ん
で
い
ま
す
。
な
お
、
1
3

体
の
「
向
か
い
坂
地
蔵
」
は
、
近
く
の
も
と
茶
畑
の
中
か
ら
掘

り
出
さ
れ
て
杷
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
て
は
「
村
は
ず
れ

の
お
地
蔵
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

-
佐
井
寺
(
佐
井
寺
工
寸
)

真
言
宗
の
佐
井
寺
は
元
禄

5
2
S
M
)
年
の
記
録
に
は
、
天
平

7
3
u
u
)
年
に
行
基
が
寺
よ
り
西
の
山
に
瑞
光
を
見
て
、
土
中

よ
り
栴
檀
の
十

一
面
観
音
像
を
掘
り
出
し
、
こ
の
観
音
像
を
本

期
に
折
ら
れ
て
溜
池
に
沈
ん
で
い
ま
し
た
が
、

年
頃
に
寺
に
里
帰
り
し
た
と
い
い
ま
す
。

石
段
左
脇
に
は
江
戸
時
代
末
に
操
業
さ
れ
た
佐
井
寺
焼
の
窯

が
あ
り
、
赤
み
が
か
っ
た
焼
け
土
が
わ
ず
か
な
陶
片
と
と
も
に

見
ら
れ
ま
す
。
茶
碗
か
ら
雑
器
ま
で
焼
い
た
よ
う
で
す
が
、
明

治
は
じ
め
に
廃
窯
と
な
り
、
製
品
も
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る

た
め
、

3
基
の
ろ
く
ろ
の
み
が
操
業
の
様
子
を
偲
ば
せ
ま
す
。

こ
の
他
、
境
内
に
あ
る
薬
師
堂
は
、
元
は
現
在
伊
射
奈
岐
神

社
が
鎮
座
す
る
場
所
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
移
転
の
時
期
は

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
薬
師
堂
に
お
い
て
、
病
気
の
原
因
と
な

る
疫
病
神
や
邪
霊
な
ど
を
胡
瓜
に
封
じ
込
め
、
病
気
平
癒
を
願

う
と
い
う
「
胡
瓜
加
持
」
が
土
用
の
丑
の
日
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
庶
民
信
仰
と
し
て
の
薬
師
信
仰
の

一
端
が
み
ら
れ
ま
す
。

明
治
お
2
8
M)

-
地
蔵
菩
薩
立
像
(
平
安
時
代
・

9
世
紀

文
化
財
)
と
地
蔵
塚

江
戸
時
代
に
伊
射
奈
岐
神
社
境
内
に
あ
っ
た
地
蔵
堂
の
本
尊

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
名
所
案
内
に
は
、
行
基
が
掘

り
出
し
て
姿
を
現
し
た
と
い
う
由
来
か
ら
「
出
現
の
地
蔵
」
と

称
し
、
出
現
の
地
を
地
蔵
塚
と
呼
ぶ
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
像
は
、
権
の

一
木
で
頭
体
を
彫
り
出
し
て
い
て
、
当
初
は

右
の
掌
を
前
に
開
い
て
下
げ
た
与
願
印
と
し
、
左
手
に
宝
珠
を

と
る
姿
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
像
全
体
に
奥
行
が
あ
り
、

特
に
腹
部
か
ら
大
腿
部
の
重
厚
な
力
強
さ
と
抑
揚
の
あ
る
彫
り

大
阪
府
指
定
有
形

尊
に
し
て
現
在
の
地
に
七
堂
伽
藍
を
建
て
た
の
を
は
じ
ま
り
と

し
、
山
田
寺
と
名
乗
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
作
ら
れ

た
と
み
ら
れ
る
縁
起
に
は
、
行
基
が
朝
廷
に
本
尊
の
こ
と
を
奏

上
し
、
山
田
大
臣
が
大
壇
主
と
な
っ
て
伽
藍
を
建
立
し
た
こ
と

に
よ
り
山
田
寺
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
載
し
ま
す
。
行

基
が
御
本
尊
を
掘
り
出
し
た
場
所
は
行
基
山
と
呼
ば
れ
、
現
在

は
愛
宕
社
が
杷
ら
れ
て
い
ま
す
。

-
佐
井
寺
境
内

元
禄

5
(
5
8
)
年
の
記
録
に
は
、
か
つ
て
境
内
に
は
七
堂
伽

藍
と
六
坊
が
あ

っ
た
が
、
伽
藍
・
玉
坊
が
衰
退
し
、
残
っ
た

一

坊
に
本
尊
や
他
の
仏
を
移
し
て
雨
露
を
し
の
い
だ
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
地
蔵
坊
で
、
山
田
寺
境
内
絵
図
に
僧
坊
と
注

記
さ
れ
て
描
か
れ
る
建
物
で
し
ょ
う
。
ま
た
絵
図
に
よ
る
と
、

本
堂
や
護
摩
堂
の
位
置
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
鐘
楼
は
現
在
よ

り
も
南
に
描
か
れ
、
移
設
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
鐘
は

当
地
を
治
め
た
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
が
慶
安
2
2
宏
@
)
年
に

寄
進
し
た
も
の
で
、
正
保
4
2
ふ
さ
)
年
に
楽
順
が
寺
を
中
興
し

た
い
き
さ
つ
な
ど
を
記
し
ま
す
。
鐘
楼
は
江
戸
前
期
の
建
築
様

式
で
あ
る
こ
と
か
ら
鐘
と
同
時
期
の
建
立
と
考
え
ら
れ
、
現
存

す
る
近
世
の
鐘
楼
と
し
て
は
大
阪
府
下
で

2
番
目
の
古
さ
で

す
。

石
段
右
脇
に
あ
る
石
は
「
下
馬
」
と
彫
ら
れ
、
読
み
に

く
く
な
っ
て
い
ま
す
が
「
朝
見
六
口
(
郎
か
)
口
口
宝
前
応
安

元
年
戊
申
口
口
廿
日
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
江
戸
末
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か
た
や
Y
字
形
の
衣
文
の
彫
り
な
ど
は
平
安
前
期
の
特
徴
を
示

し
て
い
ま
す
。
地
蔵
塚
(
千
里
山
東
令
む
)
は
、
江
戸
時
代

末
期
の
書
物
に
古
墳
と
記
載
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
、
標
高

g

m
程
の
独
立
し
た
小
高
い
山
で
し
た
。
徳
川
家
康
が
鷹
狩
り
を

し
た
時
に
休
憩
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
権
現
松
と
称
す
る

大
樹
が
昭
和
初
期
ま
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

-
月
輪
板
と
如
来
形
立
像
(
平
安
時
代
・
1
0
世
紀
)

佐
井
寺
に
伝
わ
る
月
輪
板
に
は
、
表
に
薬
師
如
来
の
発
字
が

記
さ
れ
、
裏
面
に
は
天
文
2
(
-
凶
凶
凶
)
年
に
摂
津
国
を
巻
き
込
ん

だ一

向

一
撲
の
騒
乱
に
よ
っ
て
堂
宇
が
延
焼
し
た
こ
と
や
、
天

文
2
年
日
月
に
仮
殿
が
落
成
し
ロ
月
に
奉
遷
し
た
と
い
う
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
何
を
奉
遷
し
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
し

ま
せ
ん
が
、
表
の
薬
師
如
来
の
党
字
か
ら
薬
師
堂
の
仮
殿
が
落

成
し
、
そ
の
本
尊
を
遷
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
寺
に
は
、

磨
滅
や
朽
損
が
著
し
い
の
で
す
が
、
権
材
と
思
わ
れ
る

一
木
造

り
の
如
来
形
立
像
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
先
の
薬
師
堂
の
本
骨
格

薬
師
如
来
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
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-
佐
井
の
清
水
・
お
か
う
ず
ゐ
池

【
佐
井
寺
本
堂
裏
】

(
佐
井
寺

V
Z
)

こ
の
清
水
は
、
行
基
の
祈
願
に
よ
り
湧
き
出
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
か
つ
て
こ
の
水
は
「
お
か
う
ず
ゐ
池
」
に
流
さ
れ

て
い
た
と
い
い
、
佐
井
寺
境
内
に
引
き
込
ま
れ
「
お
香
水
」
と



呼
ん
で
、
病
気
の
快
復
、
特
に
眼
病
に
効
き
め
が
あ
る
霊
水
と

し
て
信
仰
を
集
め
ま
し
た
。
江
戸
時
代
、
佐
井
寺
は
観
音
信
仰

の
寺
と
し
て
有
名
で
し
た
が
、
境
外
の
裏
山
に
は
薬
師
堂
が
あ

り
、
病
気
を
治
す
仏
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
薬
師
如
来
を
記
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
薬
師
信
仰
の
寺
で
も
あ
り
ま
し
た
。
薬
師
如

来
や
観
音
菩
薩
と
霊
水
が
結
び
つ
い
た
信
仰
の
あ
り
か
た
が
注

目
さ
れ
ま
す
。
お
か
う
ず
ゐ
池
北
畔
に
は
五
衰
殿
塔
と
呼
ば
れ

る
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
既
に
有
名
で
あ
っ
た
石
塔
が
あ
り
ま

す
が
、
詳
細
は
そ
の
当
時
か
ら
も
不
明
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

-
佐
井
寺
伊
射
奈
岐
神
社
と
伊
射
奈
岐
社

一
座(

佐
井
寺
工
∞
)

伊
射
奈
岐
神
を
記
り
、
山
田
の
姫
宮
に
対
す
る
奥
宮
と
も

い
わ
れ
る
当
神
社
は
、
元
禄
5
2
S
M
)
の
記
録
に
は
「
春
日
大

明
神
正
八
幡
牛
頭
天
王
」
社
と
あ
っ
て
、
山
田
寺
(
佐
井

寺
)
が
神
主
の
役
目
を
勤
め
て
い
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
元
々

当
社
は
平
安
時
代
の
延
喜
式
に
記
載
の
伊
射
奈
岐
神
社
(
式
内

社
と
呼
ば
れ
る
)
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
現
在
の
社

号
と
な
っ
て
い
ま
す
。
山
田
寺
境
内
絵
図
に
は
、
本
殿
と
拝
殿

は
現
在
本
殿
が
建
つ
正
の
麓
西
方
の
奥
に
描
か
れ
、
遷
宮
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
、
社
殿
内
の
社
は
享
和
凶

(
E
S
)
年
の
建
築
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
社
前
に
菅
康
房
の
名
と
「
伊
射
奈
岐
社

一
座
」
と
刻
む
社
標
石
が
建
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
中
期
の
学
者

並
河
誠
所
が
、
延
喜
式
に
記
載
の
神
社
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在

地
や
名
称
が
混
乱
し
て
い
る
の
を
正
そ
う
と
し
て
社
標
石
建
立

を
当
時
の
寺
社
奉
行
大
岡
越
前
守
忠
相
に
願
い
出
た
と
い
わ

れ
、
摂
津
国
の
二
十
社
に
つ
い
て
担
当
し
た
の
が
贋
房
と
い
う

こ
と
で
す
。
全
て
の
社
標
石
の
建
立
は
元
文
2
2
3
3
年
頃
に

完
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
彼
は
そ
の
前
年
に
佐
井
寺
の

庄
屋
の
家
で
亡
く
な
り
、
神
社
を
望
む
向
か
い
の
丘
陵
中
腹
の

墓
地
に
葬
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
社
殿
右
脇
に
6
世
紀
頃
の

須
恵
器
窯
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
佐
井
寺
ア
M
U
)

、
五
月
が
丘
南
口

-
佐
井
寺
く
り
抜
き
水
路

【
佐
井
寺
東
公
園
】

釈
迦
ケ
池
は
、
農
業
用
水
と
し
て
吉
志
部
な
ど
の
村
々
に
と

っ
て
大
切
な
溜
め
池
の

一
つ
で
し
た
。
こ
の
池
に
佐
井
寺
村
の

雨
水
を
引
き
込
む
た
め
、
途
中
の
丘
陵
部
を
く
り
抜
い
て
造
ら

れ
た
の
が
佐
井
寺
く
り
抜
き
水
路
で
、
明
和
9
2
3
M
)
年
の
古

文
書
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
口
前
面
に
は
土
砂
の
流
入
を

防
ぐ
た
め
に
土
砂
溜
ま
り
(
沈
砂
池
)
を
設
け
、
ト
ン
ネ
ル
部
分

は
約
口
小
田
、
入
口
は
約

3
0
g
幅
の
石
組
み
と
し
、
内
部
は

素
掘
り
で
、
く
り
抜
き
以
東
の
下
流
部
分
は
開
渠
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
当
時
の
人
々
が
農
業
用
水
の
確
保
に
苦
心
し
、
そ
の

た
め
に
知
恵
を
働
か
せ
工
夫
を
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
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