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新
し
い
コ
ー
ス
で
石
造
物
巡
り
の
「
ぶ

ら
り
旅
」
を
続
け
る
。

阿
久
比
神
社
の
「
阿
久
比
神
社
社
標
」

を
見
る
。
鳥
居
の
手
前
に
「
郷
社　

延
喜

式
内　

阿
久
比
神
社
」
と
大
き
な
文
字
が

記
さ
れ
た
、
見
上
げ
る
ほ
ど
高
い
社
標
が

立
つ
。

平
安
時
代
初
期
の
宮
中
の
記
録
が
書
か

れ
て
い
る
『
延
喜
式
』。
そ
の
第
九
と
第

十
の
「
神
名
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
神

社
を
「
式
内
社
」
と
呼
ぶ
。

式
内
社
は
由
緒
正
し
く
、
格
式
が
高
い

神
社
だ
と
い
わ
れ
る
。
阿
久
比
神
社
は
神

名
帳
に
「
知
多
三
座
」
の
一
つ
と
し
て
記

さ
れ
、
は
じ
め
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
尾
張
知
多
郡
の
「
一
宮
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
よ
う
だ
。

「
♪
一
番
は
じ
め
は
一
宮
（
い
ち
の
み

や
）
♪
と
歌
わ
れ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
一

宮
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
す
ご
い
こ
と
な

ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
友
人
が
わ
ら
べ
歌
を

歌
い
な
が
ら
言
う
。「
確
か
に
そ
う
だ
ね

え
。
二
番
は
ど
こ
だ
っ
た
か
な
あ
」
と
私

が
聞
く
。「
・
・
・
・
・
」。

静
か
な
神
社
境
内
だ
が
、
大
晦
日
か
ら

元
旦
に
日
付
が
変
わ
る
こ
ろ
、
多
く
の

人
々
で
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
る
だ
ろ
う
。

阿
久
比
神
社
を
後
に
し
て
、
細
道
を
南

へ
進
む
。
次
に
「
六
十
六
部
供
養
塔
」
を

探
す
。『
町
文
化
財
調
査
報
告
』
で
は
、

「
六
十
六
カ
所
の
霊
場
を
巡
礼
し
て
納
経

す
る
信
仰
が
あ
り
、
修
行
者
を 
六  
部 
と
も

ろ
く 

ぶ

い
う
」
と
解
説
が
さ
れ
る
。

道
路
脇
の
一
画
に
一
基
の
常
夜
燈
と
お

堂
を
見
つ
け
る
。
お
堂
の
中
を
の
ぞ
く
。

中
央
に
文
字
が
刻
ま
れ
た
高
さ
五
十
セ
ン

チ
ほ
ど
の
石
が
ま
つ
ら
れ
る
。

お
堂
近
く
の
民
家
を
尋
ね
る
。
男
性
が

「
六
部
さ
ん
の
こ
と
だ
ね
」
と
話
を
聞
か

せ
て
く
れ
た
。

修
行
途
中
の
六
部
が
行
き
倒
れ
て
し
ま

う
。
疫
病
が
は
や
り
、
村
人
が
こ
の
地
で

亡
く
な
っ
た
六
部
の
「
供
養
塔
」
を
ま
つ

り
、
願
を
掛
け
る
と
不
思
議
に
疫
病
が
終

息
し
た
と
い
う
。

「
今
で
言
う
と
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
だ
ろ

う
ね
。
医
学
に
勝
る
先
人
た
ち
の
思
い
が

か
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
な
あ
。
春
祭
り

に
は
必
ず
�
六
部
さ
ん
�
の
前
で
子
ど
も

た
ち
が
囃
子
の
奉
納
も
す
る
し
、
阿
久
比

地
区
で
は
大
切
な
も
の
だ
よ
。
公
会
堂
の

近
く
に
は
�
行
者
さ
ん
�
も
い
る
し
、
帰

り
に
見
て
い
く
と
い
い
よ
」。

「
地
域
で
大
切
に
守
っ
て
い
く
。
難
し
い

こ
と
で
す
け
ど
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す

よ
ね
え
」。
行
者
堂
に
手
を
合
わ
せ
た
後
、

目
に
映
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
家
か
ら
温

も
り
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
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