
地
蔵
様
に
祈
り
を
捧
げ
た
飛
脚
た

ち
、
そ
し
て
従
業
員
の
疲
れ
を
癒

す
た
め
に
お
金
を
出
し
合
っ
て
井

戸
を
掘
り
茶
釜
を
据
え
た
雇
用
者

た
ち
の
心
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て

は
如
何
で
し
ょ
う
。

（
京
都
・
清
遊
の
会　

堤 

勇
二
）

見
覚
え
あ
る
マ
ー
ク

四
月
二
十
日
は
郵
政
記
念
日
。

山
科
の
四し

の
み
や

ノ
宮
に
徳と
く
り
ん
あ
ん

林
庵
と
い

う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
南
禅
寺
派

の
禅
寺
で
、小

お
の
の
た
か
む
ら

野
篁
が
刻
み
、都
へ

の
出
入
り
口
に
置
か
れ
た
六ろ

く
じ
ぞ
う

地
蔵

の
一
つ
、
山や

ま
し
な
じ
ぞ
う

科
地
蔵
が
安
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

寺
の
前
は
か
つ
て
の
東
海
道
。こ

の
道
を
近
江
側
に
越
え
た
と
こ
ろ

に
天て

ん
か
さ
ん
か
ん

下
三
関
の
一
つ
お
う
さ
か
の
せ
き

坂
関
が
あ

り
、こ
の
関
よ
り
東
を
東
国
と
い
い

ま
し
た
。つ
ま
り
こ
の
道
は
都
と
東

国
を
繋
ぐ
大
動
脈
で
し
た
。

こ
の
寺
の
境
内
、道
沿
い
に
井
戸

屋
形
が
あ
り
ま
す
。水
を
受
け
る
水

槽
の
壁
に
は「
順

じ
ゅ
ん
ば
ん
じ
ょ
う
び
き
ゃ
く

番
定
飛
脚　

宰
さ
い
り
ょ
う領

中　

文
政
四
巳
年
六
月
吉
日
」の
文

字
が
。そ
う
、こ
の
井
戸
は
東
海
道

を
往
来
し
て
人
々
に
手
紙
や
書
類

を
届
け
る
飛
脚
た
ち
が
喉
を
潤
し

一
息
つ
く
た
め
に
、飛
脚
を
束
ね
る

宰
領（
親
方
）た
ち
が
寄
進
し
た
も

の
な
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
水
槽
の
外
壁
に

ど
こ
か
で
見
か
け
た
マ
ー
ク
が

…
…
。　

な
ん
と
、
こ
れ
は
あ
の

某
運
輸
会
社
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
で

は
な
い
で
す
か
！　

で
も
、
待
て

よ
。文
政
四
年
っ
て
一
八
二
一
年
。 

そ
ん
な
昔
か
ら
？　

い
え
い
え
、こ
れ

は
あ
く
ま
で
も
飛
脚
の
親
方
た
ち
が 

「
交
通
・
通
信
」
の
象
徴
と
し
て
刻

ん
だ
も
の
で
す
。

こ
の
井
戸
が
掘
ら
れ
て
半
世
紀

後
の
明
治
四
年（
一
八
七
一
）四
月

二
十
日
、
前ま

え
じ
ま
ひ
そ
か

島
密
の
発ほ
つ
ぎ議
に
よ
り

官
営
の
郵
政
事
業
が
開
始
さ
れ
、

一
世
紀
以
上
経
っ
た
昭
和
十
二
年

（
一
九
三
七
）に
日
本
通
運
株
式
会

社
が
設
立
さ
れ
ま
す
。郵
政
記
念
日

は
飛
脚
制
度
か
ら
郵
便
制
度
に
転

換
し
た
記
念
日
な
の
で
す
。

時
の
古
今
を
問
わ
ず
、物
流
、通

信
は
人
々
の
暮
ら
し
を
結
び
支
え

る
絆
。
江
戸
時
代
、
す
で
に
こ
の

マ
ー
ク
が
同
じ
絆
の
象
徴
と
し
て

こ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

井
戸
の
東
向
い
の
建
物
に
は
ま

た
別
の
飛
脚
組
合
の
親
方
た
ち
が

寄
進
し
た
見
事
な
茶
釜
と
竈

か
ま
ど
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
郵
便
事
業
や
宅

配
事
業
が
大
き
な
変
革
を
迎
え
る

昨
今
、
大
切
な
手
紙
や
品
物
を
運

ぶ
途
次
、
こ
こ
で
一
服
し
て
、
お

見覚えのあるロゴマーク

徳林庵　　左手前が井戸屋形。
中央の宝形屋根が山科地蔵堂。手前の道が旧東海道

往来の人々を見守り続ける温顔の山科地蔵尊 文化十年（1813）寄進の
見事な茶釜と竈
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