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草
木
コ
ー
ス
の
最
後
は「 
伍  
大  
院 
墓
石
」

ご 
だ
い 
い
ん

と
「
平
井
林
池
地
蔵
尊
」
を
探
し
に
出
掛

け
た
。

伍
大
院
墓
石
は
、
平
池
地
内
の
小
高
い

場
所
の
竹
林
に
一
基
だ
け
ひ
っ
そ
り
と
置

か
れ
る
。
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
高
さ
の
墓

石
で
、
中
央
に
大
き
く
「
伍
大
院
墓
」
と

刻
ま
れ
る
。
墓
石
の
向
か
い
、
北
側
に
は

�
本
宮
山
�
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。

調
査
報
告
書
で
は
、
寛
永
、
正
保
、
慶

安
（
江
戸
時
代
）
ご
ろ
の
大
峰
山
修
験
者

が
生
身
成
仏
し
た
場
所
だ
と
解
説
さ
れ
る
。

近
く
で
孫
と
楽
し
そ
う
に
遊
ぶ
夫
婦
に

話
し
掛
け
る
。
墓
石
の
こ
と
に
つ
い
て
尋

ね
る
と
「『
ぶ
ら
り
旅
』
で
し
ょ
。
今
は
石

造
物
を
巡
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
、
い
つ
も

読
ま
せ
て
も
ら
っ
て
る
よ
」
と
、
う
れ
し

い
言
葉
を
掛
け
て
も
ら
う
。

 
疫  
病 
が
村
で
は
や
る
。�
伍
大
院
�
が
、

え
き 
び
ょ
う

病
気
の
人
々
に
代
わ
り
苦
し
み
を
受
け
る

た
め
、
自
ら
生
き
埋
め
と
な
り
、
命
を
絶

つ
。
そ
の
後
村
人
の
疫
病
が
治
ま
っ
た
と

い
う
話
が
伝
わ
る
。

毎
月
二
十
一
日
は
、
こ
の
辺
り
に
住
む

人
々
で
当
番
を
決
め
て
、
花
な
ど
を
供
え

る
こ
と
が
続
け
ら
れ
る
。「
毎
年
九
月
二
十

一
日
は
、
近
所
の
人
が
あ
の
場
所
に
集
ま

り
ま
す
。
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
各
家
庭
が

重
箱
に
ご
ち
そ
う
を
詰
め
て
持
ち
寄
り
、

食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
て
、
ち
ょ
っ
と
し

た
お
祭
り
で
し
た
よ
」
と
夫
婦
は
振
り
返

る
。　自

ら
の
命
を
村
人
の
た
め
に
さ
さ
げ
た

�
伍
大
院
�。伍
大
院
が
村
人
を
救
っ
た
功

績
を
た
た
え
る
慣
習
は
、
今
も
人
々
の
信

仰
と
し
て
続
く
。

平
井
林
池
に
着
く
。
平
井
林
池
地
蔵
尊

は
池
の
堤
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
の
一
角

に
置
か
れ
、
池
を
見
つ
め
る
。

池
を
築
い
た
と
き
の
犠
牲
者
の
冥
福
や

村
人
の
安
全
を
祈
願
す
る
た
め
、
宝
暦
四

年
に
造
ら
れ
た
地
蔵
だ
。

池
の
近
く
に
草
木
保
育
園
が
あ
る
。「
こ

の
池
に
は 
河
童 
が
い
て
、
毎
年
子
ど
も
た

か
っ
ぱ

ち
が
『
お
化
け
大
会
』
に
招
待
す
る
み
た

い
だ
よ
。
仕
事
で
来
た
と
き
に
知
っ
た
ん

だ
け
ど
ね
」
と
私
が
友
人
に
話
す
。「
河
童

で
す
か
？
」。「
勇
気
を
出
し
て
『
お
ば
け

め
い
ろ
』
を
通
り
抜
け
た
子
に
は
、
出
口

近
く
で
待
つ
河
童
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
も

ら
え
る
ら
し
い
ん
だ
よ
ね
。
子
ど
も
た
ち

が
プ
レ
ゼ
ン
ト
も
ら
っ
て
喜
ん
で
い
る
姿

を
見
た
よ
」。「
河
童
は
見
な
か
っ
た
ん
で

す
か
」。「
う
う
ん
。
勇
気
が
な
い
か
ら
外

で
待
っ
て
た
」。「
そ
う
で
す
か
・
・
・
」。

地
蔵
尊
は
河
童
の
存
在
を
信
じ
て
い
る

園
児
た
ち
の
通
園
を
、
毎
日
見
守
っ
て
い

る
。

平井林池を見つめる“地蔵尊”

竹林の中にある“伍大院墓石”
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