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ぽ
っ
く
り
地
蔵

　
ぽ
っ
く
り
地
蔵
と
い
う
お
地
蔵
様
が
田

原
町
に
あ
る
二
ツ
坂
霊
園
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
お
地
蔵
様

は
霊
園
の
一
番
奥
の
御
堂
の
中
に
座
っ
て

お
り
、大
き
さ
は
60
㎝
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。

今
回
は
こ
の「
ぽ
っ
く
り
地
蔵
」の
言
い
伝

え
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
こ
の
お
地
蔵
様
は
、
江
戸
時
代
初
め
ご

ろ
、
二
ツ
坂
に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
本
田

伝
兵
衛
が
、
修
行
の
た
め
に
行
脚
し
て
い

た
お
坊
さ
ん
に
彫
っ
て
も
ら
い
屋
敷
の
近

く
に
祭
っ
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
元
々
は
現
在
の
よ
う
に
御
堂
が
整
備
さ
れ

て
お
ら
ず
、
藪
の
中
に
鎮
座
し
て
い
た
よ
う

で
す
。
そ
の
頃
は
近
く
の
漁
師
た
ち
が
信

仰
し
て
お
り
、
不
漁
が
続
く
と
お
地
蔵
様

の
首
を
手
拭
で
締
め
付
け
、「
大
漁
を
授
け

て
く
だ
さ
っ
た
の
な
ら
、
首
を
緩
め
て
さ
し

あ
げ
ま
す
」と
願
い
を
か
け
て
い
た
そ
う
で

す
。
し
ば
ら
く
し
て
大
漁
に
な
る
と
、
漁

師
た
ち
は
お
地
蔵
様
の
元
へ
行
き
、
感
謝

を
伝
え
首
の
手
拭
を
緩
め
、
採
っ
た
魚
を

お
供
え
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
供
え

さ
れ
た
魚
は
近
く
に
住
ん
で
い
る
貧
し
い
人

が
お
地
蔵
様
に
感
謝
を
し
な
が
ら
お
下
が

り
を
い
た
だ
い
た
そ
う
で
、
こ
う
い
っ
た
形

で
漁
師
以
外
に
も
信
仰
が
広
が
っ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
結
果
、
漁

師
た
ち
が
豊
漁
を
願
う
珍
し
い
お
地
蔵
様

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の「
ぽっ
く
り
地
蔵
」、
現
在

は
病
な
ど
せ
ず
長
生
き
し「
ぽっ
く
り
」と
あ

の
世
に
行
け
る
よ
う
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る

お
地
蔵
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

が「
ぽっ
く
り
地
蔵
」の
名
前
の
由
来
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
か
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
道
祖
神
的
信
仰
か
ら
地

蔵
菩
薩
的
信
仰
に
変
わ
り
、「
無
病
息
災
」

「
長
寿
延
命
」と
い
う
地
蔵
菩
薩
本
来
の
信

仰
に
戻
っ
た
と
も
言
え
ま
す
。

　
現
在
の
御
堂
は
平
成
25
年
に
田
原
区
に

よ
っ
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
近
く
を
通
り

か
か
っ
た
ら
、
一
度
お
参
り
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
（
学
芸
員　
鈴
木
ま
り
な
）

※
道
祖
神
と
は
、
道
端
に
い
る
石
造
の
神

様
で
、
男
神
と
女
神
が
彫
ら
れ
て
い
る
の

が
有
名
。
村
の
守
り
神
と
し
て
民
間
信
仰

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
田
原

区
文
化
誌
編
集
委
員
会
編
集
の
「
蔵
王
―

田
原
区
文
化
誌
３
」
を
参
考
に
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
も
そ
も「
地
蔵
」と
い
う
の
は
正
し
く

は
地
蔵
菩
薩
の
事
を
指
し
ま
す
。
地
蔵
菩

薩
は
仏
教
信
仰
の
中
で
現
世
・
天
国
・
地

獄
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を
救
済
し
、

正
し
い
方
向
へ
導
く
役
割
を
持
っ
た
菩
薩
で

す
。

　

ま
た
、
死
ん
だ
子
ど
も
が
あ
の
世
で

行
き
つ
き
、
苦
し
む
と
言
わ
れ
て
い
る
、

冥め
い
ど途
の
三さ
ん
ず途
の
河
原（
賽さ
い
の
河
原
）で
、
子

ど
も
た
ち
を
救
っ
て
く
れ
る
こ
と
か
ら
、

子
ど
も
た
ち
の
救
う
仏
様
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
中
世
か
ら
広
が
り
ま
し
た
。

　

こ
の
他
、
神
仏
習
合
に
よ
り
道ど
う
そ
し
ん

祖
神

（
※
）と
交
わ
っ
た
た
め
、
道
と
道
が
別
れ

る
場
所
に
置
か
れ
、
悪
い
も
の
が
村
に
入

ら
な
い
よ
う
結
界
と
し
て
の
役
割
と
、
村

の
外
へ
行
く
人
の
安
全
を
守
る
神
様
の
よ

う
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
も
な
り
ま
し

た
。

　
そ
ん
な
地
蔵
菩
薩
、
本
来
は
漁
師
に
信

仰
さ
れ
る
仏
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、

な
ぜ「
ぽ
っ
く
り
地
蔵
」を
漁
師
た
ち
が
信

仰
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
恐
ら
く
、
道

祖
神
的
要
素
が
強
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。
元
々
は
前
に
紹
介
し
た
よ
う
に
村
の

外
へ
行
く
人
の
安
全
を
願
う
、
つ
ま
り
海
に

行
く
事
への
安
全
を
願
う
も
の
か
ら
、
漁
師

た
ち
が
そ
こ
に
豊
漁
の
願
い
も
付
け
加
え
た

▲ぽっくり地蔵が納められている御堂
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