
か
い
が
け
の
道
と
傍
示
の
里

　
「
か
い
が
け
の
道
（
峡
崖
道
）」
は
、
戦
国

時
代
の
主
要
な
道
で
し
た
。こ
の
道
を
登
る

と
、
傍
示
の
里
が
あ
り
ま
す
。土
地
の
境
界

を
示
す「
傍
示
」と
い
う
地
名
の
と
お
り
、交

野
と
奈
良
の
境
界
に
あ
た
り
、こ
の
傍
示
の

里
に
は
現
在
、伊
丹
一
族
が
住
ん
で
い
ま
す
。

伊
丹
氏
は
、
中
世
か
ら
兵
庫
県
に
あ
る
伊

丹
城
を
居
城
と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。

　

織
田
信
長
が
関
西
に
進
出
し
、
将
軍
の

足
利
義
昭
と
対
立
を
深
め
る
中
で
、
伊
丹

氏
は
足
利
方
に
つ
き
ま
し
た
が
、
天
正
元

年
（
１
５
７
３
年
）
の
宇
治
槇ま

き
し
ま島
城
の
戦
い

で
織
田
軍
に
敗
れ
ま
し
た
。さ
ら
に
、
翌
年

に
は
伊
丹
城
を
織
田
方
の
荒あ

ら
き木
村む

ら
し
げ重
に
攻

め
落
と
さ
れ
、
本
拠
地
を
失
っ
た
伊
丹
氏

の
一
部
が
逃
げ
延
び
た
の
が
、
傍
示
の
伊

丹
一
族
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

傍
示
を
抜
け
て
奈
良
に
入
る
と
、
鷹
山

氏
の
本
拠
地
、
高
山
城
に
た
ど
り
着
き
ま

す
。さ
ら
に
進
む
と
、筒つ

つ
い井
順じ

ゅ
ん
け
い慶
の
筒
井
城

や
、
松
永
久
秀
の
多
聞
城
に
も
通
じ
て
い

ま
す
。奈
良
の
戦
国
武
将
に
と
っ
て
、か
い

が
け
の
道
は
山
を
越
え
、
東
高
野
街
道
か

ら
京
都
な
ど
へ
進
出
す
る
た
め
の
重
要
な

ル
ー
ト
で
し
た
。

交
野
戦
国
絵
巻

お
り
ひ
め
ち
ゃ
ん
が
行
く
！
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傍示を見守るお地蔵さん

　傍示には、戦国時代からこの地を見守る 2つの地蔵が立っ
ています。奥の地蔵（写真①）はほほ笑んでいるように見える
ことから「スマイル地蔵」と呼ばれ、永禄 4年（1561 年）と刻
まれています。その手前に立つ「天正地蔵」は、天正 4年（1576
年）、傍示に伊丹一族が移り住んできたころのものです。
　この他にも、キトラの双体仏（写真②）、かいがけ地蔵（写
真③）などの地蔵が道行く人々を見守っています。
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