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「
子
ど
も
が
授
か
る
縁
起
の
い
い
、
観

音
さ
ん
で
す
よ
」
と
、
八
十
歳
に
な
る
元

気
な
男
性
が
笑
顔
で
話
す
。

植
大
地
区
の
神
明
社
南
側
の
道
路
を
東

の
方
向
へ
歩
い
た
場
所
に
小
さ
な
お
堂
が

あ
り
、
そ
の
中
に
「
子
安
観
音
像
」
が
安

置
さ
れ
る
。

お
堂
の
扉
は
閉
め
ら
れ
、
格
子
の
向
こ

う
に
は
、
子
ど
も
を
抱
い
て
座
る
高
さ
五

十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
観
音
像
が
見
え
る
。
顔

は
優
し
く
、
ず
き
ん
を
か
ぶ
る
。
石
造
巡

り
で
多
く
の
「
子
安
観
音
像
」
を
見
て
き

た
が
、
初
め
て
見
る
姿
だ
。

男
性
は
子
安
観
音
像
に
ま
つ
わ
る
話
を

聞
か
せ
て
く
れ
た
。

大
正
時
代
に
通
り
が
か
り
の
行
者
が

「
屋
敷
の
中
で
仏
を
ま
つ
っ
て
い
な
い

か
」
と
民
家
を
尋
ね
て
き
た
。
実
際
に
観

音
像
は
民
家
の
敷
地
内
で
ま
つ
ら
れ
て
い

た
。「
力
の
あ
る
仏
だ
か
ら
、
屋
敷
の
外
に

お
堂
を
造
り
、
ま
つ
ら
な
い
と
、�
家
�
が

絶
え
て
し
ま
い
ま
す
よ
」
と
行
者
に
言
わ

れ
、
観
音
像
を
門
前
へ
移
す
。
お
堂
は
乙

川
の
宮
大
工
が
無
償
で
建
立
。
後
に
そ
の

�
家
�
は
分
家
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
観
音
像
は
ど
ん
な
理
由
で
造
ら

れ
た
か
は
不
明
。

結
婚
し
て
も
子
ど
も
に
恵
ま
れ
ず
、
半

ば
あ
き
ら
め
か
け
て
い
た
女
性
が
、
観
音

像
に
�
お
百
度
参
り
�
を
し
た
ら
男
の
子

が
授
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介

し
て
く
れ
た
。

八
月
九
日
は
観
音
の
供
養
日
。
毎
年
知

ら
な
い
う
ち
に
「
線
香
」
が
一
箱
届
け
ら

れ
た
。
お
百
度
参
り
が
ご
利
益
で
授
か
っ

た
子
が
結
婚
し
て
、
そ
の
妻
と
な
っ
た
人

物
が
線
香
の
届
け
主
。「
今
の
幸
せ
が
あ
る

の
は
主
人
と
一
緒
に
な
れ
た
か
ら
。
も
し

主
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た

ら
・
・
・
」。
嫁
ぎ
先
の
義
母
か
ら
聞
い
た

「
願
掛
け
」
の
話
に
感
銘
し
て
、
線
香
を

毎
年
供
養
日
の
人
知
れ
ぬ
時
間
に
、
観
音

像
の
前
へ
届
け
た
。

先
述
し
た
行
者
が
訪
れ
た
民
家
は
、
話

を
し
て
く
れ
た
男
性
の
実
家
。「
子
安
観
音

像
」
の
逸
話
を
伝
え
聞
い
て
い
る
た
め
、

奥
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
て
か
ら
も
�
観
音
さ

ん
�
の
世
話
を
続
け
る
。

「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、
生
ま
れ
る
こ
ろ
だ

よ
ね
え
」。第
一
子
誕
生
を
待
ち
わ
び
る
友

人
に
、
私
が
話
し
掛
け
る
。
隣
で
聞
い
て

い
た
男
性
が
「
子
安
観
音
さ
ん
の
前
で
偶

然
だ
ね
。
お
め
で
と
う
。
奥
さ
ん
に
よ
ろ

し
く
ね
」
と
優
し
く
声
を
掛
け
る
。「
今
日

は
、
観
音
さ
ん
に
無
事
子
ど
も
が
生
ま
れ

る
よ
う
に
、
し
っ
か
り
と
お
願
い
し
よ
う

と
思
い
ま
す
」。友
人
の
言
葉
に
力
が
入
っ

て
い
た
。

子安観音像が安置される“お堂”

優しい表情の“子安観音像”

N

植大駅 

264
八幡神社 

南部小 
神明社 

五郷社 

知多半島道路 

矢
勝
川 

前
田
川 

名鉄河和線
 

英比川
 

十ヶ川 

島田橋 

野崎 野崎 
阿久比川 

アピタ 

阿久比川 

文 

蟻塚根橋 

県道阿久
比半田線

 

県道阿久
比半田線

 

神明社 

八幡神社 
子安観音像 植大公民館 


