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今
回
は
板
山
村
絵
図
を
見
な
が
ら
ぶ
ら

り
旅
に
出
掛
け
た
。

　

絵
図
の
中
央
に
は
東
西
に
通
ず
る
道
が

記
さ
れ
て
い
る
。
東
の
端
、
有
脇
村
境
か

ら
西
の
端
、
福
住
村
境
ま
で
を
歩
く
こ
と

に
し
た
。

　

向
山
の
付
近
で
行
者
の
石
像
を
見
つ
け

た
。
簡
易
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
囲
ま
れ
た

堂
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
石
像
右
に

は
「
宝
暦
四
年
甲
戌
七
月
十
五
日
」
と
刻

ま
れ
て
い
る
。

　

鈴
な
り
に
実
っ
た
梅
を
収
穫
し
て
い
た

夫
婦
が
い
た
の
で
、
行
者
像
に
つ
い
て
尋

ね
て
み
る
。
私
た
ち
の
持
っ
て
い
る
絵
図

を
見
な
が
ら
�
山
上
�
部
分
を
指
差
し
て

「
田
ん
ぼ
を
整
備
し
た
と
き
に
、
こ
こ
か

ら
今
の
場
所
に
移
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
役
行

者
（
え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ
）
と
し
て
ま
つ

ら
れ
、
昭
和
の
初
め
こ
ろ
ま
で
村
の
青
年

は
奈
良
の
吉
野
へ
山
岳
修
行
に
行
っ
た
ら

し
い
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

　

額
に
汗
し
て
作
業
す
る
夫
婦
と
別
れ
て

先
へ
進
む
。
氏
神
に
向
か
っ
た
。
氏
神
は

現
在
の
熊
野
神
社
。
福
山
川
に
か
か
る
石

橋
を
渡
り
境
内
に
入
る
。

　

熊
野
神
社
の
由
来
が
書
か
れ
た
看
板
に

「
社
標
は
、
熱
田
神
宮
宮
司
の
角
田
忠
行

の
書
で
あ
る
。
角
田
忠
行
は
幕
末
の
勤
王

の
志
士
の
一
人
で
、島
崎
藤
村
の
小
説『
夜

明
け
前
』
に
暮
田
正
香
の
名
で
登
場
す
る

人
物
で
あ
る
」
と
興
味
深
い
記
述
が
あ
っ

た
。
入
口
に
大
き
な
石
碑
が
建
っ
て
い
た

こ
と
を
思
い
出
し
引
き
返
し
て
、
書
を
眺

め
る
。「
こ
れ
が
角
田
忠
行
の
書
か
。
立
派

な
字
で
す
ね
え
」
と
友
人
が
隣
で
う
な
ず

い
て
い
る
。「
そ
の
人
、有
名
な
人
な
の
」と

私
が
聞
く
と
「
全
然
知
り
ま
せ
ん
」。

「
え
ぇ
・
・
・
」。
二
人
で
顔
を
見
合
わ
せ

て
ニ
ヤ
リ
と
笑
う
。

　

本
殿
東
の
小
高
い
丘
に
は
、
酒
造
神
の

松
尾
皇
太
神
の
石
碑
が
あ
っ
た
。
こ
の
日

は
神
社
で
�
農
業
祭
�
が
営
ま
れ
、
地
区

の
人
が
集
ま
っ
て
い
た
。
社
守
の
男
性
が

「
昭
和
四
十
年
ご
ろ
ま
で
農
閑
期
の
冬
に
、

多
く
の
人
が
全
国
各
地
へ
酒
造
り
に
出
掛

け
た
」
と
教
え
て
く
れ
る
。
な
ぜ
こ
ん
な

所
に
「
酒
造
神
」
が
ま
つ
っ
て
あ
る
の
か

う
な
ず
け
た
。

　

板
山
村
は
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
絵
図

に
�
山
�
と
記
さ
れ
た
場
所
が
多
い
。
小

説
『
夜
明
け
前
』
の
冒
頭
「
木
曽
路
は
す

べ
て
山
の
中
で
あ
る
」
で
は
な
い
が
、
む

か
し
、
む
か
し
そ
の
昔
、
板
山
路
は
す
べ

て
山
の
中
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
・・・
。

“山上”から向山に移された役行者像

板山村絵図（阿久比町誌資料編１村絵図解説書から）

手前が酒造神の石碑。後は山神の石碑
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