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今
回
か
ら
草
木
地
区
の
石
造
を
巡
る
。

梅
雨
も
な
か
な
か
明
け
ず
に
、
蒸
し
暑
さ

と
湿
気
で
じ
め
じ
め
し
た
日
が
続
く
。
鳴

く
セ
ミ
も
ど
こ
と
な
く
元
気
が
な
い
。

「
乙
ケ
脇
地
蔵
尊
」
を
探
す
た
め
に
、
阿

久
比
町
と
知
多
市
の
境
界
を
進
む
。
し
ば

ら
く
道
な
り
に
行
っ
た
場
所
で
小
さ
な
お

堂
を
発
見
。
三
方
を
ト
タ
ン
板
に
囲
ま
れ

た
簡
易
な
お
堂
の
中
に
「
地
蔵
尊
」
が
安

置
さ
れ
る
。

地
蔵
の
胴
体
は
、
布
の
前
掛
け
で
着
飾

れ
る
。
失
礼
し
て
前
掛
け
の
下
を
見
る
。

「
右
お
お
の
道　

左
く
さ
ぎ
道
」
の
文
字

が
両
脇
に
そ
れ
ぞ
れ
刻
ま
れ
て
い
る
の
を

確
認
。
文
化
財
調
査
報
告
で
は
、「
草
木
鶴

若
に
至
る
山
道
の
三
差
路
に
あ
り
、
正
盛

院
裏
の
山
の
背
よ
り
草
木
部
落
中
央
に
お

り
る
昔
の
道
の
辻
地
蔵
で
あ
る
」
と
解
説
。

地
蔵
の
周
り
は
雑
木
林
で
薄
暗
い
。
雨

上
が
り
で
足
元
は
ぬ
か
る
み
、
ぐ
ち
ゃ
ぐ

ち
ゃ
。
小
さ
な
カ
エ
ル
が
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン

飛
び
跳
ね
る
。
私
た
ち
の
耳
元
で
は
、

「
ブ
ー
ン
、
ブ
ー
ン
」
と
や
ぶ
蚊
が
い
や

な
音
を
響
か
せ
る
。

わ
ず
か
な
時
間
で
私
は
首
筋
、
友
人
は

ひ
じ
を
や
ぶ
蚊
に
刺
さ
れ
た
。「
お
地
蔵
さ

ん
は
や
ぶ
蚊
に
刺
さ
れ
な
く
て
い
い
よ
な

あ
」。「
や
っ
ぱ
り
そ
う
思
い
ま
す
か
？
」。

こ
の
ま
ま
こ
こ
に
い
る
と
、
大
変
な
こ
と

に
な
る
の
で
、
来
た
道
を
戻
る
。

次
に
多
賀
神
社
を
訪
れ
、「 
狛  
犬 
」
を
見

こ
ま 
い
ぬ

る
。
社
前
の
一
対
の
狛
犬
は
昭
和
五
年
、

草
木
地
区
の
初
老
者
が
厄
年
記
念
に
寄
進

し
た
も
の
。
狛
犬
が
置
か
れ
る
台
座
の
裏

側
に
は
、
寄
進
者
九
人
の
名
前
が
刻
ま
れ

る
。狛

犬
は
神
社
前
な
ど
に
置
か
れ
る
、
獅

子
に
似
た
獣
の
像
。
魔
よ
け
の
役
割
を
果

た
し
、
向
か
い
合
わ
せ
に
口
を
開
い
た
狛

犬
と
口
を
閉
じ
た
狛
犬
の
阿
吽（
あ
う
ん
）

の
一
対
で
置
か
れ
る
よ
う
だ
。

拝
殿
に
向
か
っ
て
右
の
狛
犬
は
大
き
く

口
を
開
き
、
鞠
（
ま
り
）
の
上
に
左
足
を

乗
せ
、
左
の
狛
犬
は
口
を
閉
じ
前
方
に
子

ど
も
を
従
え
る
。

多
賀
神
社
と
厄
年
は
縁
が
深
い
。
知
多

半
島
で
厄
年
を
迎
え
た
人
の
多
く
は
、
彦

根
の
「
多
賀
大
社
」（
滋
賀
県
）
へ
厄
払
い

に
出
掛
け
る
と
聞
く
。
例
外
に
も
れ
ず
昨

年
私
も
同
年
者
と
出
掛
け
た
。

い
つ
ご
ろ
か
ら
、
こ
の
地
方
の
人
々
が

滋
賀
県
ま
で
厄
払
い
に
行
く
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
年
配
の
方
に
聞
い
て
も
、

は
っ
き
り
と
し
た
答
は
な
い
。

「
皆
さ
ん
怖
い
奥
さ
ん
か
ら
一
日
だ
け

開
放
さ
れ
る
た
め
に
行
く
ん
じ
ゃ
な
い
で

す
か
？
」
と
友
人
が
に
や
け
て
言
う
。

「
・
・
・
・
・
」。
心
な
し
か
険
し
い
顔
の

狛
犬
の
表
情
が
緩
ん
だ
よ
う
な
気
が
し
た
。

口を開けた「狛犬」

道しるべの役割を果たした「乙ヶ脇地蔵尊」

知
多
半
島
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