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吹
田
の
名
勝
、
佐
井
寺
の
南
の
入
口
に
「
向
か
い
坂
」
と
い
う
峠
が
あ

る
。
そ
こ
に
、
佐
井
寺
に
参
詣
す
る
人
々
を
見
守
る
１３
体
の
地
蔵
が
並
ん

で
い
る
。
こ
の
地
蔵
た
ち
は
「
向
か
い
坂
地
蔵
」、
あ
る
い
は
「
村
は
ず
れ

の
地
蔵
」
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
か
わ
い
い
前
垂
れ
を
掛
け

ら
れ
、
今
で
も
近
所
の
人
た
ち
の
手
で
守
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
表
情
は
、

雨
や
風
に
さ
ら
さ
れ
擦
り
切
れ
て
い
て
、
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
た
だ
な

ら
ぬ
気
配
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
僕
の
心
は
ド
キ
ド
キ
と
鼓
動
を
打
ち
始

め
た
。
こ
の
鼓
動
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
今
回
は
、「
向
か
い
坂
地
蔵
」
の
来

歴
を
訪
ね
、
そ
の
魅
惑
に
迫
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

民
家
の
間
を
抜
け
て
佐
井
寺
へ
の

丘
を
登
る
と
、
急
な
石
段
の
前
に
出
た
。

そ
の
石
段
の
上
に
佐
井
寺
の
本
堂
が

現
れ
た
。
吹
田
市
立
博
物
館
の
『
歴
史

散
歩
』
に
よ
れ
ば
、
佐
井
寺
は
「
元
禄

5
（
1
6
9
2
）
年
の
記
録
に
は
、
天

平
7
（
7
3
5
）
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
尊
に
し
て
現
在
の
七

堂
伽
藍
を
建
て
た
の
を
は
じ
ま
り
と
し
、

山
田
寺
（
さ
ん
で
ん
じ
）
と
名
乗
っ
た
」

と
あ
る
。

佐
井
寺
は
近
所
で
は
今
も
「
さ
ん
で

ん
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
さ
ん
で
ん
、
さ
い
で
ら
、
月
夜
で
や

け
る
」
と
い
う
言
葉
が
昔
か
ら
伝
わ
っ

て
い
る
よ
う
に
、
佐
井
寺
（
山
田
寺
）

で
は
、
月
の
光
で
も
土
地
が
焼
け
る
、

つ
ま
り
、
土
地
が
乾
い
て
作
物
が
獲
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
佐
井
寺

に
行
基
が
訪
れ
、
土
の
中
か
ら
水
の
湧

く
場
所
を
探
り
当
て
た
。
そ
れ
が
吹
田

三
名
水
の
一
つ
「
佐
井
の
清
水
」
で
あ

る
。
行
基
の
水
の
湧
く
場
所
を
探
り
当

て
る
能
力
は
、
な
に
か
「
科
学
的
」
な

根
拠
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑

問
は
さ
て
お
き
、
言
い
伝
え
で
は
、
そ

の
水
で
顔
を
洗
っ
た
ら
、
目
の
病
が
治

っ
た
人
が
出
て
、
い
つ
し
か
、
佐
井
寺

観
音
は
病
を
癒
す
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

と
な
っ
て
い
っ
た
。

行
基
が
土
の
中
か
ら
掘
り
出
し
た
十

一
面
観
音
と
は
、
言
わ
ば
「
佐
井
の
清
水
」

そ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
観
音
は
水
の
化

身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
そ
の
水
を
求
め
て
、
巡
礼
者
が
信

仰
道
に
ひ
し
め
き
、
わ
が
「
向
か
い
坂

地
蔵
」
の
歓
迎
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

本
堂
の
側
の
井
戸
に
、
今
で
も
「
佐

井
の
清
水
」
の
湧
水
が
引
か
れ
て
い
る
。

龍
の
口
か
ら
「
佐
井
の
清
水
」
が
出
っ

ぱ
な
し
に
な
っ
て
い
る
。「
飲
ん
で
も

大
丈
夫
で
す
か
」
と
、
側
に
お
ら
れ
る

若
い
お
坊
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
。
す
る

と
、「
飲
め
ま
す
よ
。
ど
う
ぞ
た
く
さ

ん
飲
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
返
事
。

ひ
し
ゃ
く
に
組
ん
で
、
グ
イ
と
飲
ん
で

み
た
。
ミ
ネ
ラ
ル
が
豊
富
な
感
じ
…
の

ど
が
渇
い
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
体

の
中
に
ジ
ン
ワ
リ
と
沁
み
て
い
く
。
そ

し
て
、
な
ん
だ
か
自
分
の
体
が
清
ら
か

に
な
っ
て
い
く
よ
う
で
、
わ
ず
か
に
、

巡
礼
の
人
々
の
衝
動
に
共
感
で
き
た

気
が
し
た
。

まんなかの地蔵には左に「きしべ」右に「吹田」
の文字が刻まれている

13体の地蔵さまが旧佐井寺村の南入口に並んでいる

龍の口から少しずつだが佐井の
の清水が流れ出している。うま
い水だ

ま
た
、
こ
の
寺
で
は
、
9
世
紀
ご
ろ

の
作
と
さ
れ
る
木
製
の
地
蔵
菩
薩
像

が
伝
来
し
て
い
る
。
佐
井
寺
の
地
蔵
信

仰
の
歴
史
が
、
そ
う
と
う
古
い
も
の
で
、

こ
の
地
が
、
早
く
か
ら
聖
地
と
し
て
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
今
も
な
お
、
佐
井
寺
の
本
堂
の

横
に
は
、
近
辺
に
あ
っ
た
地
蔵
が
集
め

ら
れ
、
一
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
数
え

れ
ば
約
1
7
0
体
だ
っ
た
と
「
佐
井
寺

風
土
記
」
は
、
伝
え
て
い
る
。

さ
て
、
僕
は
、
佐
井
寺
の
丘
を
下
り

て
再
び
、
向
か
い
地
蔵
の
前
に
立
っ
て

い
る
。
改
め
て
、
こ
の
地
蔵
を
見
つ
め

る
と
、
な
ん
だ
か
、
あ
り
が
た
さ
が
身

に
し
み
て
く
る
。
そ
も
そ
も
、
地
蔵
っ

て
何
な
の
だ
ろ
う
。『
地
蔵
菩
薩
本
願
経
』

と
い
う
経
に
よ
れ
ば
、「
大
地
の
中
に

あ
っ
て
ど
ん
な
苦
し
み
を
受
け
て
も

菩
薩
心
が
固
く
て
こ
わ
れ
ず
、
ま
た
、

種
子
や
珍
宝
を
秘
蔵
し
て
い
て
そ
れ

で
衆
生
の
願
い
を
聞
き
繁
栄
さ
せ
る
」

と
い
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
。
考
え
て

み
れ
ば
、
佐
井
寺
本
堂
の
地
蔵
た
ち
も
、

向
か
い
坂
地
蔵
も
元
は
土
の
中
に
埋

め
ら
れ
て
い
た
。
昔
、
誰
か
が
、
確
か
に
、

意
志
を
持
っ
て
こ
れ
ら
の
地
蔵
を
埋

め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

向かい坂地蔵

「
向
か
い
坂
地
蔵
」
は
、
い
つ
の
こ

ろ
か
、
近
く
の
茶
畑
か
ら
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と

掘
り
出
さ
れ
、
こ
の
地
に
集
め
ら
れ
て

祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
真

ん
中
に
鎮
座
す
る
、
大
き
め
の
地
蔵
に

は
「
享
和
3
年
（
1
8
0
3
）・
文
化
7

年
（
1
8
1
0
）」
と
年
号
が
彫
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
顔
の
左
に
「
き

し
べ
」、
右
に
は
「
吹
田
」
と
刻
ま
れ
て

い
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
地
蔵
た
ち
は

道
標
の
役
割
を
し
て
い
る
の
だ
。

向
か
い
坂
地
蔵
の
あ
る
場
所
は
、
旧

佐
井
寺
村
の
南
口
に
あ
た
る
。
そ
こ
は
、

佐
井
寺
観
音
に
至
る
た
め
の
二
つ
の
「
信

仰
道
」
が
一
つ
に
出
会
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ひ
と
つ
は
「
岸
辺
」
か
ら
佐
井
寺

へ
向
か
う
道
、
も
う
一
つ
は
「
吹
田
」

方
面
か
ら
の
道
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
亀

岡
街
道
か
ら
西
に
分
岐
し
て
佐
井
寺
に

向
か
う
道
で
、
そ
の
分
岐
点
に
も
石
の

道
標
が
置
か
れ
て
い
た
。「
向
か
い
坂

地
蔵
」
の
役
割
は
、
信
仰
道
を
歩
い
て

来
た
人
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

よ
う
だ
。
佐
井
寺
は
、
か
つ
て
、
熱
烈

な
観
音
信
仰
の
流
行
で
驚
く
ほ
ど
の
賑

わ
い
を
み
せ
た
と
い
う
。
そ
の
佐
井
寺

観
音
の
霊
験
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。「
向
か
い
坂
」
を
登
り
、

佐
井
寺
を
訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

考
え
て
み
れ
ば
、
地
蔵
は
、
作
ろ
う

と
思
え
ば
誰
だ
っ
て
作
れ
る
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
早
く
に
死
ん
だ
子
供

で
冥
土
で
迷
わ
な
い
よ
う
に
と
、
親
が

心
を
こ
め
て
地
蔵
を
掘
っ
て
土
に
埋

め
た
と
か
、
火
事
で
死
ん
だ
人
々
を
弔

う
た
め
に
「
日
除
け
地
蔵
」
を
作
り
、

土
に
埋
め
る
と
か
…
様
々
な
願
い
の

元
に
作
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
多
く

の
地
蔵
は
、
公
共
の
場
で
の
ざ
ら
し
に

な
っ
て
い
る
。

田
野
登
氏
の
「
大
阪
の
お
地
蔵
さ
ん
」

に
よ
れ
ば
、
今
の
時
代
は
、
地
蔵
は
ど

ん
ど
ん
処
分
さ
れ
て
お
り
、
地
蔵
の
受

難
時
代
に
あ
る
と
い
う
。
公
共
の
土
地

に
い
る
た
め
に
、
開
発
が
進
め
ば
処
分

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

佐
井
寺
に
集
め
ら
れ
た
地
蔵
も
、
向
か

い
坂
地
蔵
も
、
き
っ
と
、
そ
ん
な
受
難

に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
々

に
再
び
祀
ら
れ
る
こ
と
で
「
再
就
職
」

で
き
、
人
々
の
幸
せ
の
た
め
に
働
い
て

い
る
。
僕
に
は
そ
う
感
じ
ら
れ
た
。
向

か
い
坂
地
蔵
の
世
話
を
し
て
い
る
と

い
う
近
所
の
ご
老
人
は
「
こ
の
辺
り
の

み
ん
な
で
面
倒
を
見
て
い
ま
す
。
地
蔵

盆
も
し
て
い
ま
す
。」
と
お
っ
し
ゃ
る
。

元
々
は
個
人
の
も
の
で
あ
っ
た
地

蔵
だ
が
、
そ
れ
は
い
つ
し
か
地
域
の
も

の
と
な
っ
た
。
時
代
を
越
え
て
、
地
蔵

と
人
が
日
々
新
し
く
つ
な
が
っ
て
い

る
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
向
か

い
坂
地
蔵
を
見
て
い
る
と
、
何
だ
か
微

笑
ん
で
い
る
よ
う
で
、
と
て
も
愛
し
く

感
じ
ら
れ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　（
了
）

阪
急
バ
ス
停

佐
井
寺

佐井寺
伊射奈岐神社

佐井寺

佐井寺地区公民館

千里山高塚

JA北大阪

愛宕神社

佐井の清水

佐井寺小学校 〒 阪急バス停
佐井寺北

佐井寺
くり抜き水路
（入口）

佐井寺くり抜き水路
（出口、佐井寺東公園）

「
向
か
い
坂
地
蔵
」
は

　
　
　
　「
道
標
地
蔵
」
で
あ
る

佐
井
の
清
水
を
飲
ん
で
み
た

地
蔵
さ
ん
っ
て
何
だ

地
蔵
と
人
と
の
つ
な
が
り
は
…

佐
井
寺
観
音
は

　
　
　
　
水
の
化
身
だ
っ
た
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