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吹
田
市

佐
井
寺
風
土
記
こ
ぼ
れ
話
(
玉
)

編

集

部

(
天
道
)
信
仰
道
と
「
お
か
め
茶
屋
」

「
抑
々
当
山
田
寺
の
略
伝
は
、
人
皇
四
十
五
代
聖
武
天
皇

御
宇
天
平
7
年
(
七
三
五
)
今
よ
り
千
二
百
二
十
九
年
前

僧
正
、
行
基
こ
L

に
至
り
給
え
ば
赫
々
た
る
瑞
光
あ
り
、
即

ち
其
地
を
掘
ら
し
め
給
え
ば
、
梅
壇
香
木
の
大
悲
の
尊
像
を

感
得
す
。

こ
れ
本
尊
、
速
や
か
に
此
の
由
を
奏
聞
札
総
え
ば
、
詔
を
得

て
伽
藍
を
草
創
し
、
坊
舎
六

O
余
院
の
究
剰
と
な
り
、
禁
裏

御
読
教
(
み
ど
く
き
ょ
う
)
を
執
行
し
給
う
、
二
十
一
ケ
寺

の
其
の

一
つ
な
り
(
拾
芥
集
に
見
ゆ
)
下
略
。
以
上
は
摂
津

名
所
図
会
か
ら
。

後
、
戦
国
時
代
に
兵
火
に
遭
い
、
昭
和
九
年
に
は
室
戸
台
風

の
余
波
で
倒
壊
し
た
が
、
当
佐
井
寺
住
民
を
始
め
、
多
く
の
信

徒
達
の
協
力
で
現
在
の
立
派
な
本
堂
が
完
成
し
た
。

当
寺
は
昔
か
ら
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
寺
と
し
て
信
仰
が
篤
く
、

参
詣
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。

当
佐
井
寺
に
来
る
に
し
て
も
旧
亀
岡
街
道
に
沿
う
て
、
岸
部
と

天
道
と
よ
り
他
に
道
が
無
か
っ
た
。
岸
部
か
ら
の
分
は
「
信
仰

道
と
狐
坂
」
と
稿
を
改
め
て
誌
す
こ
と
に
し
て
、
天
道
か
ら
「
信

仰
道
と
お
か
め
茶
屋
」
の
題
名
に
も
と
づ
い
て
始
め
よ
う
。

と
云
っ
て
も
皆
さ
ん
に
は
判
り
に
く
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

を
示
し
て
お
こ
う
。

略
図

吏
大
阪
，
|

産

業

進

路

天
道
道
標

車
に
折
ら
れ
た
の
か
上
部
の
み
が
、
吹
岡
市
立
博
物
館
に
展
示

さ
れ
て
い
る
。
一
時
佐
井
寺
境
内
に
置
か
れ
た
時
の
写
真

t
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重量 IIT

産

こ
の
道
標
か
ら
北
へ
行
く
と
「
原
(
は
ら
)
地
区
」
に
な
る
。

愛
宕
山
裾
を
右
に
見
つ
』
下
る
と
「
山
の
谷
」
今
は
名
神
高
速
道

路
の
直
上
に
架
か
る
「
俗
位
橋
(
ぞ
く
い
ば
し
)
」
を
渡
っ
て
、
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一
キ
ロ
程
北
へ
進
む
と
三
十
メ
ー
ト
ル
程
の
高
さ
の
尾
根
伝

い
に
な
り
、
少
し
平
(
た
い
ら
)
地
に
太
い
松
の
根
株
が
残

っ

て
い
る
。
(
皆
様
に
は
お
判
り
に
な
り
に
く
い
と
思
う
が
略
図

を
記
し
て
御
勘
弁
願
い
た
い
)
此
所
が
通
称
「
お
か
め
茶
屋
」

と
い
う
。

俗
位
橋
(
ぞ
く
い
ば
し
)

東
に
向
か
っ
て
う
し
ろ
は
手
当
の
よ
く
行
き
届
い
た
延
々
と

続
く
大
竹
林
、
前
は
断
層
型
の
段
々
畑
で
、
現
在
は
雑
木
雑
草

の
生
い
茂
る
が
ま
ま
で
見
通
し
も
き
か
な
い
、
現
在
の
通
路
と

大
坂
方
面
に
代
々
つ
づ
い
て
い
る
商
家
の

一
人
息
子
で
、
幼
少

の
頃
か
ら
和
漢
の
学
を
修
め
、
長
じ
て
は
ひ
た
す
ら
家
業
に
い

そ
し
み
、
信
仰
も
人

一
倍
篤
く
、
参
詣
の
往
き
還
り
に
は
、
必

ず
こ
の
茶
屈
に
足
を
と
ど
め
、
娘
と
も
い
っ
と
は
な
し
に
親
し

い
間
柄
と
な
り
、
や
が
て
は
人
目
に
も
立
て
ば
、
口
の
端
に
も

上
り
は
し
た
が
、
話
題
を
賑
わ
せ
た
の
も
束
の
間
、
好
事
魔
多

し
・
・
・
と
や
ら
、
眉
目
秀
麗
の
若
人
も
プ
ツ
ツ
リ
と
姿
を
見
せ

な
く
な
っ
た
。

風
の
便
り
に
よ
れ
ば
、
師
走
も
迫
る
十
三
日
「
事
始
め
」
の

朝
、
父
の
急
死
に
遭
い
、

一
時
は
途
方
に
暮
れ
た
が
、
自
ら
を

鞭
打
っ
て
励
ん
だ
け
れ
ど
手
違
い
が
多
く
、
却
っ
て
雇
用
人
達

の
餌
食
に
利
用
さ
れ
、
嵩
む
債
務
に
耐
え
か
ね
て
か
、
姿
を
消

し
て
了
っ
た
と
い
う
。

か
く
と
詳
し
い
事
情
を
知
ら
ぬ
娘
の
、
痛
ま
し
い
傑
惇
に
は

手
の
施
し
ょ
う
も
な
く
、
月
日
は
流
れ
た
。

二
人
の
事
情
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
々
は
、
又
し
で
も
弾
く
、

帰
ら
ぬ
人
を
恋
う
「
想
夫
憐
」
の
調
べ
に
、
つ
い
涙
を
誘
わ
る
与

の
で
あ
っ
た
。

二
人
の
愛
情
も
つ

い
に
実
る
こ
と
も
な
く
、

敢
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

本
当
に
短
い
果

「
附
記
」
吹
岡
市
当
局
へ
の
お
願
い

此
の
辺
り
の
地
形
は
、
ブ
ル
ド

l
ザ
の
た
め
、
日
々
に
変
貌

し
て
ゆ
く
運
命
に
あ
り
、
岡
辻
土
地
の
住
宅
地
と
し
て
開
発
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
附
近
一
帯
を
昔
か
ら
、
里
人
が
称
え
て
い

云
え
ば
、
約
三
十
セ
ン
チ
程
の
柚
道
と
な
り
、
竹
林
の
側
に
は

有
刺
鉄
線
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
余
程
注
意
し
な
い
と
引
っ
か

か
る
物
騒
な
も
の
、
数
十
年
前
ま
で
は
俗
に
茶
屋
跡
で
あ
っ
た
。

四
尺
道
(
一
メ
ー
ト
ル
二
十
五
セ
ン
チ
と
称
え
て
、
当
時
と
し

て
は
立
派
な
参
詣
道
で
あ
っ
た
。

五
十
年
前
の
う
し
ろ
は
巨
き
な
赤
松
林
で
欝
蒼
と
茂
っ
て
、

前
の
段
々
畑
は
い
つ
も
締
麗
に
耕
さ
れ
、
何
も
の
も
遮
る
も
の

と
で
な
く
、
生
駒
山
脈
も
手
に
取
る
如
く
に
見
え
、
菜
の
花
の

咲
く
頃
と
も
な
れ
ば
、
山
麓
迄
黄
色
の
毛
艶
を
布
い
た
よ
う
で

う
っ
と
り
と
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

茶
店
か
ら
観
音
様
へ
行
く
迄
の
此
の
辺
り

一
帯
に

E
り
、
菜

の
花
の
他
に
も
桃
、
桜
の
花
、
蕨
狩
り
等
の
桃
源
郷
で
も
あ
っ

た
。
秋
に
な
る
と
、
後
ろ
の
赤
松
林
の
斜
面
(
現
在
は
竹
林
)

は
茸
狩
り
に
賑
わ
い
、
紅
葉
狩
り
等
々
参
詣
の
人
々
を
随
分
と

楽
し
ま
せ
、
善
男
善
女
も
景
色
の
勝
れ
た
、
こ
の
茶
庖
に
一
休

み
し
て
か
ら
、
観
音
様
へ
お
参
り
す
る
の
が
な
ら
わ
し
だ
っ
た
。

此
所
の
茶
庖
の
主
を
「
お
か
め
」
と
云
い
、
以
前
に
は
相
当
の

由
緒
あ
る
某
武
家
の
妻
女
ら
し
く
、
い
つ
の
頃
よ
り
か
、
草
深

い
此
所
へ
移
り
住
む
こ
と
』
な
っ
た
、
娘
も
母
に
似
て
き
り
ょ

う
良
し
、
学
問
の
素
養
も
豊
に
、
茶
の
湯
生
け
花
は
も
と
よ
り

琴
、
裁
縫
等
の
諸
芸
に
勝
れ
、
折
々
に
は
美
し
い
琴
の
音
の
漏

れ
る
日
も
あ
り
、
参
詣
の
人
々
の
足
を
止
め
た
こ
と
も
屡
々
で

あ
っ
た
。

月
日
の
経
つ
に
つ
れ
て
近
郊
近
在
か
ら
の
参
詣
者
も
ふ
え
、

そ
の
人
々
の
群
れ
に
交
じ
っ
て
一
際
目
立
つ
若
人
が
あ
っ
た
。

た
「
お
か
め
茶
屋
」
の
名
称
だ
け
は
、
市
当
局
の
配
慮
で
ぜ
ひ
と

も
残
し
て
お
い
て
欲
し
い
。
ま
た
小
公
園
と
し
て
永
く
そ
の
跡

を
と
ど
め
た
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
道
標
の
こ
と
で
ゴ
一
=
回
申
し
て
お
き
た
い
。
昨
年
の

四
月
頃
こ
の
道
標
が
、
折
れ
て
倒
れ
て
い
る
こ
と
に
気
附
い
た

の
で
、
街
角
の
野
鍛
冶
屋
さ
ん
に
尋
ね
る
と
、
つ
い
最
近
の
こ

と
、
自
分
の
知
ら
な
い
う
ち
に
倒
れ
て
居
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

曲
が
り
角
に
あ
っ
た
〉
め
、
ト
ラ
ッ
ク
が
倒
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
は
大
島
氏
宅
の
角
へ
建
て
』
お
い
て
下
さ
っ
て
感
謝
し
て

い
る
、
さ
る
日
倒
れ
て
あ
る
道
標
を
見
た
老
翁
が
、
是
非
に
と

懇
願
さ
れ
た
が
、
断
っ
て
下
さ
っ
た
と
知
り
、
大
変
嬉
し
か
っ

た
。
当
市
の
将
来
の
重
要
文
化
財
の
、

一っ
と
も
目
さ
れ
る
こ

の
道
標
を
、
市
当
局
の
手
に
よ
っ
て
、
折
れ
た
箇
所
を
継
い
で

貰
っ
て
、
早
急
に
安
全
な
場
所
へ
復
元
し
て
欲
し
い
。

右
二
項
目
と
も
、
ぜ
ひ
と
も
実
現
し
て
下
さ
る
よ
う
重
ね
て

お
願
い
し
て
筆
を
捌
く
。
(
三
九

・
五

・
二
六
)

(
岸
部
)
信
仰
道
と
狐
坂

昭
和
三
十
八
年
師
走
も
迫
る
三
十
日
、
産
業
道
路
沿
い
「
岸

部
の
バ
ス
停
留
所
」
を
降
り
、
北
へ
曲
が
る
こ
と
約
十
五
メ
ー

ト
ル
、
旧
街
道
筋
南
に
当
る
所
が
、
村
田
吹
田
市
現
市
長
宅
で

あ
る
。
(
註
)
村
岡
氏
宅
は
、
昔
か
ら
吹
田
は
申
す
に
及
ば
ず
、

近
郷
近
在
か
ら
「
村
田
の
鰻
頭
」
の
味
で
知
ら
れ
、
日
々
そ
の
註

文
で
追
わ
れ
た
菓
子
製
造
業
の
家
柄
で
も
あ
っ
た
。
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岸
加
古
吉
岡

田
信
仰
渇
~

略

図

岡
市
長
宅
後
ろ
の
辻
の
曲
が
り
角
に
、
五
輪
塔
に
似
た
道
標

が
あ
る
、
此
所
が
佐
井
寺
観
音
様
へ
の
入
口
で
あ
る
。

道
標
の
建
立
年
号
は
刻
ま
れ
て
い
な
い
が
、
風
化
の
度
合
か

ら
考
え
る
と
、
天
道
入
口
の
享
保
年
間
の
道
標
よ
り
は
、
余
程

か
ら
構
成
さ
れ
、

れ
て
い
る
。

「
土
」
の
究
字
は
此
所
が
す
で
に
、
み
仏
の
お
膝
元
で
あ
る
(
有

難
い
こ
と
)
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
。

天
道
か
ら
の
信
仰
道
の
道
標
と
い
』
、
岸
部
か
ら
の
道
標
と

い
』
、
心
な
い
者
の
た
め
に
両
者
そ
れ
ぞ
れ
に
、
大
損
傷
を
受

け
て
い
る
こ
と
は
嘆
か
わ
し
い
。

吹
田
市
当
局
も
こ
れ
ら
数
々
の
、
吹
田
市
と
し
て
の
貴
重
な

文
化
資
財
を
修
理
復
元
し
て
、
永
久
に
保
存
顕
彰
し
て
下
さ
る

日
の
一
日
も
早
く
、
実
現
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
や
ま
な
い
。

永
々
と
脇
み
ち
に
外
れ
た
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

南
、
中
、
北
河
内
、
北
摂
辺
り
か
ら
の
信
者
達
は
、
こ
の
道

標
に
沿
う
て
北
へ
行
く
こ
と
約
一
キ
ロ
余
、
徐
々
に
坂
道
と
な

り
突
き
当
た
り
を
左
へ
曲
が
る
。
以
前
は
真
つ
直
ぐ
に
登
れ
た

の
で
あ
る
が
、
今
は
高
速
道
路
の
盛
り
土
の
た
め
に
、
遮
断
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

詮
方
な
く
竜
(
た
つ
)
ケ
池
ま
で
降
り
て
ガ

l
ド
を
抜
け
る

と
、
す
ぐ
道
路
に
沿
う
て
坂
を
登
っ
て
、
旧
称
「
狐
坂
」
へ
戻

る
の
で
あ
る
。
薮
は
残
つ
て
は
い
る
が
、
三
十
メ
ー
ト
ル
位
の

尾
根
は
寂
し
い
凄
い
面
影
は
見
ら
れ
ず
、
北
摂
の
山
な
み
が
見

え
、
見
晴
ら
し
の
良
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
夜
に
な
る
と
孤

が
出
没
横
行
し
、
「
い
や
正
体
を
見
届
け
た
と
か
、
ま
だ
見
た

こ
と
が
な
い
・
・
・
」
と
か
、
種
々
取
り
沙
汰
さ
れ
て
、
二
十
年
前

頃
ま
で
夜
は
両
村
の
人
々
も
あ
ま
り
通
り
た
が
ら
な
い
こ
と
も

肯
け
る
。
恐
ろ
し
さ
に
夢
遊
病
者
の
如
く
さ
ま
よ
い
、
息
も
絶

生
命
の
尊
さ
を
訴
え
て
い
る
も
の
と
称
え
ら

新
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

附
近
の
古
老
の
話
に
よ
れ
ば
、
数
十
年
前
か
ら
見
る
と
、
一

尺
五
寸
(
約
四
十
玉
、
五
セ
ン
チ
)
程
土
に
埋
も
れ
て
い
る
そ

う
で
あ
る
。

一
説
に
、
誰
か
の
悪
戯
で
石
が
折
れ
、
修
理
も
し

な
い
で
そ
の
ま
ま
立
て
ら
れ
た
の
で
、
短
く
な
っ
て
い
る
・
・
・
、

と
い
う
の
が
真
相
ら
し
く
て
肯
け
る
。
た
と
え
短
か
く
な
っ
て

い
て
も
鎌
倉
室
町
辺
り
の
五
輪
形
式
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
懐
か
し
い
限
り
で
あ
る
。

岸
部
小
路
道
標
岸
部
北
二
丁
目
六

さ
し、

是
よ
り

十

丁

(
定
時
)
風

火

対t

五
輪
塔
は
鎌
倉
室
町
頃
に
は
、
よ
く
流
行
し
て
お
っ
た
も
の

ら
し
く
、
上
か
ら
空
(
宝
珠
)
風
(
半
月
)
火
(
三
角
)
水
(
円
)

土
(
四
角
)
で
、
五
大
(
行
)
に
か
た
ど
(
象
徴
)
っ
た
、
五

つ
の
石
を
積
み
重
ね
た
も
の
。

五
行
の
説
は
古
代
中
国
の
思
想
で
、
地
球
が
宇
宙
の
中
心
で
、

太
陽
や
月
は
地
球
の
ま
わ
り
を
回
っ
て
、
宇
宙
の
万
物
を
造
る

元
(
も
と
)
と
な
る
、
五
つ
の
元
素
(
空
・
風
・
火
・
水
・
士
)

え
絶
え
に
帰
り
つ
い
た
人
の
あ
る
こ
と
も
聞
い
て
い
る
。

口
碑
の
内
の
二
三
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

そ
の

第

一
話

今
か
ら
六
十
年
前
の
こ
と
、
吉
志
部
神
社
の
秋
祭
り
(
そ
れ

を
御
縁
(
ご
え
ん
)
と
い
う
)
に
、
例
年
の
宮
相
撲
が
催
さ
れ

る
に
つ
き
、
自
分
(
某
口
述
者
)
の
他
二
三
の
友
と
某
知
己
の
宅

へ
招
か
れ
、

一
同
歓
待
を
受
け
た
の
は
良
か
っ
た
が
調
子
に
乗

り
過
ぎ
て
、
と
う
く
夜
も
十

一
時
を
過
ぎ
た
頃
に
、
み
ん
な
引

き
揚
げ
た
。

私
は
あ
ま
り
お
酒
を
飲
ま
な
い
の
で
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、

手
製
の
焼
き
も
ち
包
み
を
お
土
産
に
い
た
ジ
い
た
。
他
の
友
達

は
前
後
不
覚
の
有
さ
ま
で
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
足
運
び
に
、
私

が
介
添
え
役
代
わ
り
と
な
り
、
随
分
と
困
ら
せ
ら
れ
た
。

い
よ
く
凄
い
平
常
か
ら
気
持
ち
の
悪
い
狐
坂
に
さ
し
か
か
っ

た
と
こ
ろ
、
友
の
内
の
一
人
が
溝
の
あ
る
所
で
、
バ
ッ
タ
リ
と

倒
れ
た
。

「
し
っ
か
り
せ
い
」
と
私
は
、
友
を
抱
え
て
起
こ
そ
う
と
し
て
、

ふ
と
前
を
見
る
と
、
何
と
美
し
い
、
目
は
パ
ッ
チ
リ
と
大
き
く
、

色
は
白
く
、
大
柄
の
祈
形
模
様
の
あ
で
や
か
な
女
が
、
自
分
の

目
の
前
に
作
っ
て
い
る
の
に
驚
き
悲
鳴
を
挙
げ
る
と
、
先
へ
よ

ろ
め
き
乍
ら
歩
い
て
い
た
友
達
が
す
ぐ
に
引
き
返
し
て
来
て
、

自
分
の
背
中
を
き
っ
く
叩
か
れ
て
、
始
め
て
正
気
に
立
ち
返
り
、

気
が
付
い
て
み
る
と
、
先
程
の
き
れ
い
な
女
の
姿
は
も
う
消
え

て
了
っ
て
居
ら
な
い
。
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
で
あ
っ
た
、
土
産
に
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貰
っ
た
焼
き
餅
包
み
が
、

気
が
つ
い
た
。

無
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
始
め
て

(三
八
・
八

・
二
八
)

第
二
話

某
伯
父
さ
ん
が
、
岸
部
へ
の
用
足
し
か
ら
帰
る
途
中
龍
浪
竜

王
(
た
つ
な
み
り
ゅ
う
お
う
)
社
手
前
、
坂
道
の
池
の
辺
り
ま
で

来
る
と
、
坂
の
上
辺
り
で
何
や
ら
賑
や
か
な
気
配
が
す
る
の
で
、

不
審
に
思
い
つ
』
上
っ
て
ゆ
く
と
、
常
に
見
覚
え
の
あ
る
回
闘

が
、
椅
麗
な
公
園
に
な
っ
て
お
り
其
所
に
「
覗
き
か
ら
く
り
」
の

出
し
庖
が
並
ん
で
、
し
き
り
に
ム
チ
で
叩
い
て
音
頭
を
取
っ
て

い
る
。
ど
う
も
お
か
し
い
具
合
だ
・・・・・・
と
考
え
つ
き
、

一
先

ず
腰
を
下
ろ
し
。
煙
草
を

一
服
吸
う
や
否
や
、
今
ま
で
賑
や
か

だ
っ
た
風
景
は
忽
ち
消
え
失
せ
て
、
元
の
見
覚
え
の
あ
る
田
圃

に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
始
め
て
狐
の
仕
業
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
り
、
足
に
軽
い
標
い
が
出
て
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ

に
、
無
我
夢
中
で
我
が
家
に
辿
り
つ
い
た
。

(
三
九

・
一
一
・
一
五
)

第
三
話

年
は
と
っ
て
も
、
女
色
を
好
む
方
々
の
あ
っ
た
こ
と
は
今
も

昔
に
も
変
わ
り
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

岸
部
村
の
あ
る
家
に
、
以
前
か
ら
自
分
の
好
き
な
若
い
娘
さ

ん
を
、
囲
い
も
の
に
し
て
い
る
お
爺
さ
ん
が
居
た
。
殆
ど
毎
晩

の
よ
う
に
佐
井
寺
村
か
ら
、
遭
い
に
ゆ
く
の
を
楽
し
み
に
し
て

お
っ
た
。

と
こ
ろ
が
或
夜
、
い
?
も
と
変
わ
り
な
く
狐
坂
に
差
し
か
』

信
仰
道
の
現
況

今
回
も
二
十
回
生
浅
野
倉
平
さ
ん
が
両
方
の
信
仰
道
を
歩

き
、
多
数
の
写
真
を
撮
影
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
改
め
て
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
佐
井
寺
観
音
や
伊
射
奈
岐
神
社
な
ど
の
寺
社

は
往
時
の
面
影
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
ま
す
が
、
周
辺
部
の
道

筋
、
田
畑
や
竹
林
、
雑
木
林
な
ど
の
里
山
は
宅
地
開
発
の
波
の

中
で
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
昔
の
信
仰
道
の
面
影
は
全
く

と
い
っ
て
も
良
い
程
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
藤
井
氏
が
昭
和
三

十
九
年
に
歩
か
れ
た
「
お
か
め
茶
屋
信
仰
道
」
は
当
時
で
も
茶
筒

の
在
っ
た
と
い
う
辺
り
、
竹
林
の
傍
は
細
い
柚
道
で
歩
き
づ
ら

い
場
所
が
あ
り
、
殆
ど
人
は
通
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

佐
井
寺
観
音
へ
の
参
詣
に
天
道
や
岸
部
経
由
の
信
仰
道
が
使

わ
れ
な
く
な
っ
た
大
き
な
理
由
と
し
て
は
北
大
阪
電
鉄
が
大
正

十
年
十
月
に
千
里
山
駅
を
開
業
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

開
業
時
に
発
行
さ
れ
た
北
大
阪
電
鉄
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は

千
里
山
停
車
場
附
近
の
名
所
と
し
て
「
東
北
八
丁
(
佐
井
寺
村
入

口
迄
の
距
離
?
)
佐
井
寺
観
音
(
山
田
寺
)
」
と
あ
り
、
千
里
山

駅
か
ら
徒
歩
二
十
分
足
ら
ず
で
行
き
着
け
ま
す
。
天
道
道
標
か

ら
は
十
五
丁
、
省
線
の
吹
田
駅
か
ら
歩
け
ば
、
さ
ら
遠
く
な
る

の
で
、
爾
来
千
里
山
が
徒
歩
で
の
参
道
入
口
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
小
生
が
千
二
小
に
入
学
し
た
の
は
昭
和
二
十
二
年

で
す
が
、
ガ
ー
ド
を
く
ぐ
っ
て
す
ぐ
左
手
に
「
(
多
分
)
佐
井
寺

観
音
入
口
」
と
書
い
た
白
塗
り
の
、
目
に
付
く
木
造
道
標
が
あ

っ
た
の
を
は
っ
き
り
と
覚
え
て
お
り
ま
す
。
(
奥
田
記
)

る
と
、
薮
の
中
か
ら
き
れ
い
な
娘
さ
ん
が
、
も
え
ぎ
(
萌
黄
)
の

風
呂
敷
包
を
背
負
う
て
、
出
て
来
る
の
と
パ
ツ
タ
リ
と
出
合
っ

た
。
お
爺
さ
ん
は
、
「
今
頃
の
遅
く
か
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か

・・・
」

と
不
審
に
思
っ
て
、
た
ず
ね
る
と
、
正
音
寺
(
岸
部
小
路
村
の

こ
と
)
の
「
こ
う
屋
」
(
染
物
屋
)
へ
行
く
と
こ
ろ
・

・・
」
と
答
え
る
。

そ
ん
な
ら
一
緒
に
行
こ
う
と
同
行
を
促
す
と
、
快
諾
し
て
く
れ

た
の
で
安
心
し
て
つ
い
て
ゆ
く
と
、
チ
ヨ
ツ
と
の
油
断
を
し
て

い
る
隙
に
、
娘
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
始
め
て
自
分

も
、
狐
に
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
足
が
ふ
る
え
て

中
々
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
(
三
九

・
一
二

・
三
O
)

こ
の
話
は
、
数
十
年
前
迄
は
よ
く
語
り
伝
へ
ら
れ
て
い
た
も

の
で
、
実
際
の
経
験
談
も
交
え
て
の
当
時
の
人
々
の
話
題
を
賑

わ
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

現
在
は
道
路
も
出
来
、
漸
次
交
通
機
関
も
よ
く
な
り
、
最
近

で
は
名
神
高
速
道
路
が
完
成
し
、
毎
日
幾
万
台
か
の
車
が
往

き
来
し
て
殿
盛
を
極
め
て
い
る
。

高
速
路
を
挟
ん
で
の
此
の
辺

一
帯
は
ゴ
ル
フ
場
で
あ
っ
た
。

此
所
を
開
設
当
時
(
十
数
年
前
)
と
、
道
路
建
設
工
事
中
に
も
、

沢
山
の
須
恵
器
の
破
片
も
出
て
き
た
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
狐
坂
は
岸
部
の
地
区
に
属
す
る
が
、
隣
村
地
区
の
関
係

か
ら
、
知
己
姻
せ
き
の
間
柄
、
も
濃
く
、
凡
ゆ
る
面
に
於
て
の
交

通
の
多
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
わ
が
佐
井
寺
の
貴
重
な
伝
説

の
中
の

一
つ
と
し
て
、
こ
れ
も
永
久
に
温
存
し
て
お
き
た
い
も

の

与

一

コ

マ

で

あ

る

。

(

三

九

・
七

・
一
六
)

天
道
信
仰
道
入
口

電
柱
の
向
う
大
島
氏
宅
の
角
に

天
道
道
標
が
あ
り
ま
し
た
。
ト
ラ

ッ
ク
に
当
て
ら
れ
上
半
分
だ
け
に

な
り

一
時
佐
井
寺
境
内
に
置
か
れ

ま
し
た
が
、
平
成
二
十
二
年
以
来

吹
田
市
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
展

示
さ
れ
て
い
ま
す

こ
の
先
の
原
地
区
は
音
の
道
筋

が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。

図
市
立
片
山
中
学
校

俗
位
橋
を
渡
る
と
す
ぐ
に

あ
り
ま
す
。
こ
の
道
の
右
手
は

t
り
た
''

竹
谷
町
、
左
手
は
上
山
手
町
で

す
。

藤
井
氏
が
訪
れ
た
昭
和
持
年
頃

に
は
既
に

一
帯
整
地
作
業
が
行

わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。



-  96  --  97  -

推
定
お
か
め
茶
屋
跡

片
山
中
学
校
の
前
を
通
り
す
ぐ

左
手
の
場
所
で
す
。

住
宅
が
建
ち
並
び
往
時
の
面
影

は
何
一
つ
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

佐
井
寺
へ
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ

佐
井
寺
南
が
丘
公
園
を
過
ぎ
て

総
合
運
動
場
前
を
通
る
、
広
い
道
を
や

渡
り
、
北
へ
進
む
と
南
ケ
丘
保
育
園

、
が
あ
り
そ
の
筋
向
い
に
地
下
道
入
口

が
あ
り
ま
す
。
入
口
の
先
に
道
路
が

あ
る
の
が
お
判
り
で
し
ょ
う
か
。
出

口
は
こ
の
道
路
よ
り
三
メ
ー
ト
ル
程

下
に
有
り
、
こ
こ
か
ら
が
旧
佐
弁
寺

で
す
。
(
正
確
に
は
出
口
右
手
に
佐
井

寺
地
区
公
民
館
が
あ
り
、
こ
こ
迄
は

佐
井
寺
南
が
丘
で
す
)

登
坂立

派
な
遊
歩
道
が
出
来
て

い
ま
す
。

地
下
道
入
口

佐
井
寺
南
が
丘
公
園

立
派
な
公
園
が
あ
り
ま
し
た
。

残
念
乍
ら
こ
の
近
く
に
「
お
か
め

茶
屋
」
が
あ
っ
た
と
の
立
て
札
は

無
か
っ
た
よ
う
で
す
。

公
閤
周
囲
の
町
名
は
「
佐
特

寺
南
が
丘
」
新
開
発
地
で
唯
一

佐
井
寺
の
名
が
残
り
ま
す
。

公
閣
の
周
囲
に
は
有
名
和
食
底

「
旬
菜
山
崎
」
、
関
西
ス
ー
パ
ー
、

デ
イ
ト
に
も
良
い
ベ
ー
カ
リ
ー

カ
フ
ェ
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

道
路
上
よ
り
佐
井
寺
を
望
む
望
遠
で
撮
っ
た
佐
井
寺

地
下
道
出
口
の
上
を
通
る
道
路
に

上
る
と
旧
佐
井
寺
を
、
一
望
の
下
に

見
渡
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。

旧
佐
井
寺
の
道
筋
は
全
く
変
わ
っ

て
い
な
い
よ
う
で
す
、
あ
ち
こ
ち
に

「
道
が
細
い
の
で
運
転
注
意
」
と
の

看
板
が
見
ら
れ
ま
す
。
建
て
替
え
ら

れ
た
家
も
多
い
の
で
す
が
昔
の
ま
ま

の
立
派
な
門
構
え
の
邸
宅
も
、
沢
山

残
っ
て
お
り
ま
す
。

此
所
ま
で
来
れ
ば
佐
井
寺

観
音
は
も
う
す
ぐ
で
す
。
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岸
部
信
仰
道
入
口

正
面
が
村
田
元
吹
田
市
長
宅
、

正
面
に
小
さ
く
道
標
と
立
て
札

(
下
右
拡
大
)
が
写
っ
て
い
ま
す
。

「村
田
の
鰻
頭
」
は
本
日
休
業
み
た

い
で
す
。
左
が
信
仰
道
、
右
直
進

は
旧
亀
岡
街
道
で
す
。

残
念
乍
ら
昭
和
創
年
3
月
吹
田
市

教
育
委
員
会
が
設
置
し
た
立
て
札

は
文
字
が
薄
れ
て
読
み
辛
く
な
っ

て
い
ま
す
。

名
神
高
速
に
沿
っ
て
協
和
会

病
院
前
を

ロ
メ
ー
ト
ル
道
路
、
ニ
ュ

i
タ
ウ

ン
方
面
と
旧
佐
井
寺
分
岐
点
手
前

ロ
メ
ー
ト
ル
道
路
に
出
て

ガ
ー
ド
を
く
ぐ
る
。

向
か
っ
て
左
側
へ
行
く
と
「
狐
坂
」

の
あ
っ
た
辺
り
、
「
五
月
が
丘
南
」

と
名
付
け
ら
れ
た
立
派
な
住
宅
地

が
拡
が
る
。

家
が
建
て
替
え
ら
れ
で
も
岸
部

小
路
道
標
か
ら
は
、
昔
の
狭
い
道

筋
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

名
神
高
速
道
路
で
信
仰
道
は

全
に
分
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

開佐
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地
図

現
況

園飽
鴨

附

FA

m
唖

部

a
p

厳

酷

契.，.，.守ず句F・
文

優待可

<r!J 

佐井寺1

佐弁守観音

さか菅歯科

←旧佐弁寺ゲートウェイ1
南ケザ帽 地下道

曹Uます鵠

里山高原

佐弁寺Z

名
神
高
速
道
路
に
隣
接
し
て
、

吹
田
S
A
(
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
)

道
路
保
全
基
地
が
拡
が
り
ま
す
。

F￥ 

事Z

。スーパーマルヤス

原町4 市2
犀都中1

α'" 
同志日

a:t) 

12メートル遍路)

吹田高 /~.

宜

原町1

古J;，薩お昆境@

原町3

上山手町

a:t) 

ι止手話〒 .
%ω子宮号

千里山東3


