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今
回
は
大
古
根
村
絵
図
を
見
な
が
ら
ぶ

ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

　

絵
図
を
見
る
と
、
こ
の
村
は
東
西
に
長

く
東
の
方
は
川
に
囲
ま
れ
た
形
で
田
が
広

が
り
、
そ
の
横
に
集
落
が
見
ら
れ
る
の
で

こ
の
辺
り
を
中
心
に
歩
く
こ
と
に
し
た
。

　

ま
ず
は
絵
図
に
あ
る
�
慶
寺
を
目
指
す
。

き
つ
い
坂
道
を
上
り
き
っ
た
場
所
に
寺
は

建
つ
。
沿
道
か
ら
見
え
る
畑
に
、
菜
の
花

が
色
鮮
や
か
に
咲
く
。
民
家
の
花
壇
に
は

ス
イ
セ
ン
の
花
が
ち
ょ
う
ど
見
ご
ろ
を
迎

え
、
順
番
を
待
つ
か
の
よ
う
に
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
の
芽
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

春
は
も
う
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
。（
私
も

つ
い
に
花
粉
を
感
知
し
、
目
の
周
り
が
と

て
も
か
ゆ
い
。
確
実
に
春
到
来
。）

　

寺
の
境
内
を
ぐ
る
り
と
周
り
、
次
に
八

幡
社
へ
向
か
っ
た
。
細
い
道
を
通
り
抜
け

神
社
に
着
く
。

　

東
側
入
口
の
看
板
で
神
社
の
由
来
を
読

む
。「
社
伝
に
よ
る
と
菅
原
道
真
の
孫
、
英

比
丸
が
英
比
郷
を
開
く
と
、
そ
の
四
男
菅

原
道
清
が
、
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
古
新

田
村
か
ら
八
幡
社
を
移
し
て
氏
神
と
し

た
」
と
あ
る
。

　

境
内
に
は
立
派
な
入
母
屋
造
の
屋
根
で
、

東
を
正
面
に
し
た
常
舞
台
（
神
楽
殿
）
が

建
っ
て
い
る
。
神
社
拝
殿
前
に
は
狛
犬
が

左
右
に
置
か
れ
、
そ
の
後
ろ
に
は
道
真
の

愛
し
た
梅
が
ち
ら
ほ
ら
と
咲
き
始
め
て
い

た
。

　

絵
図
に
地
蔵
堂
が
現
在
の
上
ケ
畑
辺
り
、

薬
師
堂
が
八
幡
社
の
隣
に
あ
り
、
そ
こ
に

入
っ
て
い
た
「
薬
師
如
来
立
像
」
と
「
地

蔵
菩
薩
」
が
、
今
は
八
幡
神
社
か
ら
県
道

を
挟
ん
で
南
側
の
薬
師
堂
に
安
置
さ
れ
て

い
る
ら
し
い
の
で
行
っ
て
み
る
こ
と
に
す

る
。

　

大
古
根
地
区
で
「
お
や
く
さ
ん
」
と
呼

ば
れ
る
薬
師
堂
の
中
で
、
お
ば
あ
さ
ん
が

二
人
こ
た
つ
に
入
り
、
に
こ
や
か
に
会
話

を
し
て
い
た
。

　

声
を
掛
け
る
と
外
に
出
て
き
て
く
れ
た
。

「
毎
日
こ
こ
に
来
て
、
お
や
く
さ
ん
た
ち

と
い
っ
し
ょ
に
い
る
の
が
日
課
で
す
よ
」。

「
歳
も
八
十
を
超
え
ま
し
た
。
元
気
で
暮

ら
せ
る
の
も
こ
こ
で
遊
ば
せ
て
も
ら
っ
て

い
る
お
か
げ
か
な
」
と
気
さ
く
に
話
し
を

し
て
く
れ
た
。

　

帰
り
際
「
こ
れ
か
ら
も
元
気
で
長
生
き

し
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
私
た
ち
が
言
う
と
、

「
あ
な
た
た
ち
も
、
お
仕
事
が
ん
ば
っ
て

く
だ
さ
い
ね
」
と
激
励
さ
れ
た
。
お
ば
あ

さ
ん
た
ち
は
、
私
た
ち
の
姿
が
見
え
な
く

な
る
ま
で
手
を
振
っ
て
く
れ
て
い
た
。

（
お
も
わ
ず
胸
が
熱
く
な
っ
た
。）

八幡神社の常舞台

大古根村絵図（阿久比町誌資料編１村絵図解説書から）

おばあさんたちの憩いの場“おやくさん”


