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町
内
最
大
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
「
六
地

蔵
」
が
ま
つ
ら
れ
る
谷
性
寺
へ
行
く
。

境
内
の
桜
は
三
部
咲
き
。
開
花
時
季
は

例
年
に
比
べ
る
と
少
し
早
か
っ
た
が
、
三

月
の
終
わ
り
に
寒
い
日
が
続
き
、
つ
ぼ
み

の
期
間
が
長
い
。

清
掃
作
業
を
す
る
若
い
和
尚
さ
ん
に
六

地
蔵
の
場
所
を
尋
ね
、
案
内
し
て
も
ら
う
。

釈
迦
如
来
の
石
造
物
が
中
央
に
立
ち
、
左

右
に
三
体
ず
つ
、
高
さ
約
一�
�

の
計
六
体

��
��

の
地
蔵
が
並
ぶ
。
雨
風
に
長
い
年
月
さ
ら

さ
れ
た
せ
い
か
、
地
蔵
の
姿
は
か
な
り
風

化
が
進
む
。
そ
れ
で
も
地
蔵
の
表
情
は

笑
っ
た
顔
や
怒
っ
た
顔
に
見
え
、
そ
れ
ぞ

れ
違
う
顔
を
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

「
お
墓
参
り
の
後
に
、
お
ば
あ
さ
ん
た

ち
が
一
体
一
体
て
い
ね
い
に
拝
ん
で
み
え

ま
す
よ
」
と
和
尚
さ
ん
が
ほ
ほ
笑
む
。

地
蔵
と
い
え
ば
『
か
さ
じ
ぞ
う
』
の
昔

話
を
思
い
出
す
。

―
貧
し
い
老
夫
婦
が
笠
を
売
り
、
お
金

に
換
え
て
正
月
の
も
ち
を
買
お
う
と
、
お

じ
い
さ
ん
は
五
つ
の
笠
を
持
っ
て
ま
ち
へ

出
掛
け
る
。
途
中
で
雪
に
降
ら
れ
、
村
は

ず
れ
で
頭
や
肩
に
雪
の
降
り
積
も
る
六
体

の
�
お
地
蔵
さ
ん
�
に
遭
遇
。
寒
く
て
可

愛
そ
う
に
思
っ
た
お
じ
い
さ
ん
は
五
つ
の

笠
と
、
自
分
の
か
ぶ
っ
て
い
た
笠
を
お
地

蔵
さ
ん
に
か
ぶ
せ
、
も
ち
も
買
わ
ず
に
家

に
帰
る
。「
い
い
こ
と
を
し
た
」
と
二
人
で

喜
ぶ
。
そ
の
夜
お
地
蔵
さ
ん
た
ち
が
、
お

礼
に
と
正
月
用
の
ご
ち
そ
う
を
届
け
に

や
っ
て
来
る
。
―

友
人
と
「
か
さ
じ
ぞ
う
」
の
話
で
盛
り

上
が
る
。

「
貧
し
く
て
も
、
温
か
い
心
を
い
つ
も

持
ち
続
け
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
す
よ

ね
。
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
の
純
粋

な
気
持
ち
を
見
習
い
た
い
で
す
。
二
人
は

お
酒
を
飲
ん
で
若
返
る
ん
で
し
た
よ
ね
」

と
友
人
が
聞
い
て
く
る
の
で
、私
は「
え
ぇ
。

そ
れ
は
別
の
話
じ
ゃ
な
い
の
」
と
返
す
。

境
内
東
の
丘
陵
地
に
は
墓
地
が
立
ち
並

ぶ
。
石
が
積
み
重
な
っ
た
墓
石
の
ほ
か
に

も
小
さ
な
地
蔵
が
所
々
に
見
ら
れ
、「
享

保
」「
天
保
」
の
年
代
の
文
字
が
刻
ま
れ
る
。

江
戸
時
代
か
ら
こ
の
地
を
見
つ
め
て
き
た

石
造
物
が
と
て
も
多
い
場
所
だ
。

「
僕
ら
も
お
じ
ぞ
う
さ
ん
に
、
何
か
し

て
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
で
す
か
ね
」
と
友

人
が
言
う
。「
君
は
下
心
が
み
え
み
え
だ
か

ら
な
あ
」。「
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す
よ
。

（
笑
）」。
静
か
に
手
を
合
わ
せ
、
境
内
を

後
に
し
た
。

「享保」と刻まれた文字
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