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田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
道
に
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
が

咲
く
。「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」。
昔
の

人
は
う
ま
い
こ
と
を
言
う
。
彼
岸
を
過
ぎ

て
暑
さ
も
少
し
和
ら
ぎ
、
め
っ
ぽ
う
過
ご

し
や
す
い
季
節
と
な
っ
た
。
横
松
地
区
の

地
蔵
堂
を
友
人
と
二
人
で
訪
ね
た
。

県
道
南
粕
谷
半
田
線
を
横
松
交
差
点
南

の
信
号
か
ら
東
に
入
っ
た
、
横
松
地
区
の

メ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
沿
い
に
三
つ
の
地
蔵

堂
が
存
在
。
一
番
西
に
あ
る
地
蔵
堂
を
見

る
。

木
造
瓦
葺
入
母
屋
造
で
江
戸
時
代
後
期

の
建
築
。
面
積
が
約
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル

で
、
屋
根
に
は
重
厚
感
漂
う
瓦
が
乗
る
。

南
北
の
棟
の
両
端
に
は
鬼
瓦
。
鬼
瓦
の
邪

気
を
取
り
除
く
た
め
か
、
以
前
白
沢
地
区

で
調
べ
た�
に
ら
み
返
し
�（ 
鍾 

し
ょ
う 

馗 
の
人
形
）

き

が
、
南
北
の
向
か
い
の
民
家
に
一
つ
ず
つ

見
ら
れ
る
。

地
蔵
堂
近
く
を
通
り
か
か
っ
た
男
性
に

声
を
掛
け
る
。
い
わ
れ
な
ど
を
聞
い
て
み

た
。「わ

し
の
う
ち
も
そ
う
だ
け
ど
、こ
の
辺

の
人
で
、『
地
蔵
さ
ん
』
に
�
お
ぼ
く
さ

ん
�
を
あ
げ
と
る
よ
」

地
元
で
は
地
蔵
堂
の
こ
と
を
「
地
蔵
さ

ん
」
と
呼
び
、
近
く
に
住
む
人
々
で
順
番

に
、
ご
飯
と
水
を
供
え
る
慣
習
が
続
く
。

毎
年
八
月
十
七
日
の
夕
方
、
お
堂
近
く
に

住
む
女
性
た
ち
が
集
ま
っ
て
供
養
が
営
ま

れ
る
。

地
蔵
堂
の
扉
を
開
け
て
も
ら
い
、
中
を

見
る
。
地
蔵
と
高
さ
十
㌢
ほ
ど
の
数
多
く

の
仏
像
が
安
置
さ
れ
る
。
仏
像
に
は
亡
く

な
っ
た
先
祖
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
よ

う
だ
。

男
性
と
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
近
所

の
女
性
た
ち
も
会
話
に
加
わ
る
。

「
夏
、
み
ん
な
が
集
ま
る
と
き
は
、
お
寺

の
�
お
っ
さ
ん
�
に
、
お
経
を
あ
げ
て
も

ら
っ
と
っ
た
け
ど
、
今
は
自
分
た
ち
で
、

テ
ー
プ
を
か
け
て
、
お
参
り
し
と
る
よ
。

明
日
は
私
の
と
こ
ろ
が
�
お
ぼ
く
さ
ん
�

を
あ
げ
る
番
だ
わ
」

「
地
蔵
さ
ん
を
大
切
に
守
っ
て
い
る
ん

で
す
ね
」
と
私
た
ち
が
問
い
掛
け
る
と
、

「
分
か
ら
ん
け
ど
、
な
ん
と
な
く
ね
え
。

ま
あ
、
昔
か
ら
や
っ
と
る
こ
と
を
な
か
な

か
や
め
ら
れ
ん
も
ん
ね
。
元
気
で
健
康
に

暮
ら
せ
て
い
る
し
、
近
所
も
仲
良
く
で
き

る
し
ね
え
」。集
ま
っ
た
人
た
ち
が
お
互
い

に
顔
を
見
合
わ
せ
た
瞬
間
、
高
ら
か
な
笑

い
声
が
地
蔵
堂
の
周
り
に
響
き
渡
っ
た
。

い
つ
の
間
に
か
、
男
性
一
人
と
女
性
三

人
、
私
と
友
人
の
六
人
が
会
話
を
交
わ
し

て
い
た
。
し
ば
ら
く
皆
さ
ん
の
話
に
耳
を

傾
け
た
。

重厚感漂う瓦が乗る入母屋造の屋根

地蔵堂の中に安置される地蔵と仏像
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