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下
ノ
池
の
周
辺
で
「 
下  
之  
池  
垢  
離  
場 

し
も 

の 

い
け 

ご 

り 

ば 
行 

ぎ
ょ
う

 
者  
像 
」
を
探
す
。
ほ
く
ぶ
幼
稚
園
の
正
門

じ
ゃ 
ぞ
う

付
近
か
ら
道
を
渡
っ
た
場
所
に
細
道
が
続

く
。
池
に
沿
っ
て
歩
く
と
、
切
妻
屋
根
で

コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
の
お
堂
が
見
え
て
き
た
。

お
堂
に
近
づ
き
中
を
の
ぞ
く
と
�
あ
る

じ
�
が
い
な
い
。
し
か
も
壁
に
ス
プ
レ
ー

で
落
書
き
が
さ
れ
て
い
る
。
壁
に
は
め
込

ま
れ
た
石
に
「
下
之
池
垢
離
場
行
者
像
」

や
「
行
者
堂
新
設
（
昭
和
五
十
八
年
）」

の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
行
者
像
が
置
か
れ

て
い
た
場
所
に
間
違
い
な
い
。

奈
良
県
の
大
峰
山
に
登
る
山
岳
修
行
が

あ
る
。
大
正
末
期
ま
で
卯
之
山
地
区
の
若

者
は
、
大
峰
山
に
出
掛
け
る
前
、
遭
難
を

避
け
る
た
め
に
、
リ
ー
ダ
ー
（ 
先  
達 
）
の

せ
ん 
だ
つ

下
、
白
装
束
で
下
ノ
池
に
入
り
、
池
の
水

で
身
を
清
め
た
。「 
水  
垢  
離 
」
と
呼
ば
れ

み
ず 

ご 

り

る
儀
式
が
七
日
間
続
け
ら
れ
た
。

昭
和
五
十
一
年
に
「
卯
之
山
同
志
講
」

が
組
織
さ
れ
る
。
下
ノ
池
で
の
水
垢
離
は

行
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
心
身
を
鍛
え
る

目
的
で
峰
入
り
が
復
活
。
ど
の
時
代
も
行

者
像
に
手
を
合
わ
せ
て
か
ら
、
山
へ
向
か

う
ス
タ
イ
ル
は
変
わ
ら
な
い
。

「
事
件
の
に
お
い
が
し
ま
せ
ん
か
」。

友
人
が
真
剣
な
顔
に
な
る
。
消
え
た
石
像

の
行
方
を
探
す
た
め
、
行
者
堂
に
刻
ま
れ

た
先
達
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。

先
達
を
務
め
た
六
十
六
歳
の
男
性
に
、

行
者
像
の
こ
と
を
聞
く
。
開
口
一
番
「
た

ま
ら
ん
わ
」
と
肩
を
落
と
す
。
今
年
の
八

月
に
突
然
消
え
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
。

心
無
い
者
が
ど
こ
か
へ
持
ち
去
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
だ
。

「
大
峰
山
は
若
い
こ
ろ
の
良
き
思
い
出
。

毎
年
一
回
、
険
し
い
道
の
り
を
仲
間
で
励

ま
し
合
い
な
が
ら
登
り
、
人
生
の
修
行
に

な
っ
た
よ
。
無
事
、
山
か
ら
戻
っ
て
こ
ら

れ
た
の
も
、
行
者
さ
ん
の
お
陰
だ
と
思
う

な
あ
」

男
性
は
昔
を
懐
か
し
み
、
行
者
像
が
い

な
く
な
っ
た
こ
と
を
悲
し
む
。「
早
く
見

つ
か
る
と
い
い
で
す
ね
」
と
声
を
掛
け
、

再
び
池
の
ほ
と
り
に
戻
る
。

行
者
堂
を
新
設
し
て
、
行
者
像
を
ま
つ

る
ほ
ど
、
信
仰
心
の
厚
い
人
々
の
気
持
ち

が
こ
も
っ
た
場
所
に
、�
あ
る
じ
�
の
姿

が
見
ら
れ
な
い
。

池
か
ら
冷
た
い
風
が
吹
き
付
け
る
。

「
皆
さ
ん
の
く
や
し
さ
を
考
え
る
と
、
や

り
き
れ
な
い
で
す
よ
ね
」。
友
人
の
人
間

味
あ
ふ
れ
る
言
葉
に
う
な
ず
い
た
。

“水垢離”が行われた下ノ池

落書きをされ、“あるじ”がいない行者堂
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