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今
回
か
ら
阿
久
比
町
誌
資
料
編
一
で
紹

介
さ
れ
て
い
る
村
絵
図
（
天
保
十
二
年
（
一

八
四
一
）
に
描
か
れ
た
阿
久
比
十
六
カ
村
）

を
見
な
が
ら
、
昔
と
今
を
比
べ
て
一
地
区

ず
つ
歩
く
こ
と
に
し
た
。

　

横
松
村
絵
図
を
見
る
と
中
央
に

乙
川

村
境

か
ら

英
比
大
河
筋

ま
で
道
が

伸
び
て
い
る
。
現
在
、
横
松
地
区
の
公
民

館
や
遊
園
地
、
神
明
社
の
前
を
通
る
道
だ

ろ
う
。
こ
の
道
を
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て

歩
い
た
。

　

村
絵
図
に
は
北
側
に
は
山
、
南
側
に
は

田
が
あ
る
。
風
景
は
昔
も
今
も
変
わ
り
な

い
。

　

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
を
楽
し
ん
で
い
る
皆
さ

ん
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
場
所
か
ら
考

え
る
と
、
昔

村
西
池

が
あ
っ
た
付
近

だ
ろ
う
。
プ
レ
ー
の
合
間
に
男
性
に
聞
い

て
み
た
。「
昔
の
村
絵
図
を
見
る
と
、
こ
の

辺
り
に
池
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
」
と
尋

ね
る
と
、
「
あ
っ
た
よ
。
山
車
の
ゴ
マ
は

知
っ
て
る
か
な
あ
。
車
輪
な
ん
だ
け
ど
、

祭
り
が
終
わ
っ
た
後
そ
の
池
に
沈
め
て
保

管
し
て
た
な
あ
」
と
昔
を
懐
か
し
む
よ
う

に
話
し
て
く
れ
た
。

　

次
は
地
図
に
あ
る

毘
沙
門

を
探
す

こ
と
に
し
た
。
北
に
向
か
っ
て
少
し
歩
く

と
一
本
の
木
が
生
い
茂
り
、
地
面
に
は
基

礎
ら
し
き
跡
と
瓦
の
か
け
ら
が
落
ち
て
い

る
場
所
に
た
ど
り
着
く
。
こ
こ
に
毘
沙
門

が
あ
っ
た
と
思
う
が
確
証
が
な
い
。
近
く

の
民
家
を
訪
ね
聞
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
人
の
お
ば
あ
さ
ん
の
話
か
ら

毘
沙
門

の
存
在
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
あ
そ
こ
に
毘
沙
門
さ
ん
が
い
ま
し
た
よ
。

伊
勢
湾
台
風
で
お
堂
が
壊
れ
て
、
神
明
社

に
移
っ
た
ら
し
い
け
ど
見
た
こ
と
は
な
い

な
あ
」

　

早
速
、
神
明
社
に
向
か
う
。
毘
沙
門
ら

し
き
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
。
神
社
に
仏

像
？
疑
問
は
残
る
。
こ
こ
で
帰
っ
て
し
ま

う
の
も
悔
し
い
。
聞
き
込
み
を
続
け
る
。

「
毘
沙
門
さ
ん
を
社
（
神
明
社
）
の
隅
に

置
い
て
ま
つ
っ
た
か
ら
い
る
は
ず
だ
よ
」

と
伊
勢
湾
台
風
が
あ
っ
た
当
時
、
区
長

だ
っ
た
お
じ
い
さ
ん
の
話
を
聞
く
こ
と
が

で
き
た
。

　

疑
問
は
晴
れ
た
。
再
び
神
明
社
に
戻
り

社
の
中
を
の
ぞ
い
た
。
姿
は
暗
く
て
見
え

な
い
。
し
か
し
、
確
か
に
毘
沙
門
は
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。
毘
沙
門
は
イ
ン
ド
神
話
で

は
財
宝
の
神
と
い
わ
れ
る
。
ぶ
ら
り
旅
に

出
る
前
、
友
人
に
昼
飯
を
お
ご
っ
た
。
財

布
の
中
は
さ
み
し
く
な
っ
て
い
る
。
見
え

な
い
毘
沙
門
に
「
宝
く
じ
が
あ
た
り
ま
す

よ
う
に
」
と
軽
く
頭
を
下
げ
た
。

“ 村西池”の跡地はゲート ボール場に

横松村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

村絵図“ 毘沙門”の跡地
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今
回
は
萩
村
絵
図
を
見
な
が
ら
、
萩
地

区
を
歩
く
こ
と
に
し
た
。

　

春
祭
り
に
引
き
回
さ
れ
る
萩
大
山
車
が

収
納
さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
、
山
神
と
記

さ
れ
て
い
る
方
向
へ
向
か
う
。

　

山
神
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
付
近
は
現

在
、
大
山
祇
神
社
が
あ
る
。
神
社
に
立
ち

寄
り
、
さ
ら
に
北
へ
向
か
う
と
法
久
院
が

あ
る
。
村
絵
図
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が

山
神
と
白
山
の
中
央
辺
り
だ
ろ
う
。

　

法
久
院
の
境
内
で
絵
図
を
眺
め
て
い
る

と
、
犬
が
近
寄
っ
て
き
た
。
寺
の
番
犬
だ

と
思
う
が
私
た
ち
に
吠
え
る
様
子
も
な
く

足
元
で
じ
ゃ
れ
つ
く
。（
犬
は
正
直
だ
。
な

ぜ
だ
か
私
た
ち
に
は
吠
え
な
い
・
・
・
）

頭
を
な
で
る
。

　

女
性
の
住
職
に
村
絵
図
（
一
八
四
一
年

作
製
）
を
見
て
も
ら
い
「
絵
図
に
は
こ
の

寺
は
な
い
で
す
ね
」
と
尋
ね
る
と
「
一
八

四
五
年
に
作
ら
れ
た
弘
化
萩
村
絵
図
に
は

白
山
の
中
腹
に
青
龍
庵
（
当
時
の
法
久
院
）

と
山
神
が
あ
り
ま
す
。
森
に
囲
ま
れ
た
中

の
小
さ
な

庵

だ
か
ら
、
地
図
を
作
る

人
が
見
つ
け
出
せ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
」
と
笑
い
な
が
ら
話
し
て
く
れ

た
。

　

寺
を
後
に
し
て
南
へ
戻
り
、
細
い
坂
道

を
東
の
方
へ
上
っ
て
行
く
。
両
側
に
は
が

け
の
壁
が
で
き
、
そ
の
上
に
は
民
家
が
あ

る
。
陽
を
遮
り
、
暗
く
な
っ
た
歩
道
は
ト

ン
ネ
ル
の
中
を
歩
い
て
い
る
よ
う
な
錯
覚

に
陥
る
。
自
動
車
も
通
れ
な
い
く
ら
い
狭

く
て
圧
迫
感
の
あ
る
道
だ
が
、
昔
な
が
ら

の
情
緒
あ
る
雰
囲
気
が
残
っ
て
い
る
。

　

坂
道
は
息
が
切
れ
る
。
汗
が
出
て
き
た

の
で
上
着
を
脱
ぎ
、
マ
フ
ラ
ー
を
取
る
。

上
り
き
っ
た
場
所
は
か
な
り
の
丘
陵
地
。

後
ろ
を
振
り
返
り
眺
め
る
景
色
は
、
阿
久

比
川
堤
防
や
ま
ち
が
一
望
で
き
す
ば
ら
し

い
。

　

畑
で
大
根
を
抜
き
、
切
干
大
根
を
作
る

女
性
が
い
た
。
絵
図
の
東
側
に
は
田
畑
が

多
く
、
今
も
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。

「
向
こ
う
の
細
い
道
を
降
り
て
行
く
と
、

山
車
が
し
ま
っ
て
あ
る
建
物
の
と
こ
ろ
ま

で
行
き
ま
す
よ
」
と
女
性
に
道
を
教
え
て

も
ら
う
。

　

再
び
出
発
地
点
ま
で
戻
り
、
絵
図
の
中

央
に
あ
る
道
を
南
に
向
か
っ
て
歩
き
、
常

夜
灯
付
近
で
今
回
の
ぶ
ら
り
旅
を
終
え
た
。

　

今
日
は
暖
か
く
、
い
い
日
だ
っ
た
。
し

か
し
、
本
格
的
な
春
が
来
る
ま
で
に
は
少

し
時
間
が
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ

な
ら
私
の
鼻
が
む
ず
む
ず
し
な
い
か
ら
だ
。

（
不
思
議
な
く
ら
い
春
の
訪
れ
と
と
も
に

花
粉
を
感
知
す
る
利
き
の
い
い
鼻
で
あ

る
。
）

細い坂道

萩村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

小高い丘から 眺めた風景
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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”
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最
近
、
広
報
の
取
材
先
で
皆
さ
ん
か
ら
、

「
ぶ
ら
り
旅
読
ん
で
ま
す
よ
」
と
声
を
掛

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
う
れ
し
い
限

り
だ
。
今
回
は
宮
津
村
絵
図
を
見
な
が
ら

歩
い
た
。

　

萩
村
境
か
ら
北
へ
向
か
っ
て
歩
き
始
め

る
。
周
り
は
雑
木
林
で
囲
ま
れ
て
い
る
。

舗
装
さ
れ
て
い
な
い
道
に
は
ど
こ
か
ら
か

水
が
わ
い
て
い
る
の
か
水
分
を
含
ん
で

湿
っ
て
い
る
。
や
が
て
谷
性
寺
が
見
え
て

き
た
。

　

村
絵
図
に
は
谷
性
寺
横
に
は
、
は
っ
き

り
と
太
い
線
で
道
が
あ
る
。
現
在
も
ほ
ぼ

変
わ
り
な
く
道
が
続
い
て
い
る
。

　

道
の
突
き
当
た
り
で
左
に
曲
が
り
、
西

へ
行
く
。
光
西
寺
を
横
切
る
。
こ
の
辺
り

に
は
、
見
上
げ
る
ほ
ど
の
黒
い
板
壁
の
家

屋
が
見
ら
れ
、
古
い
町
並
み
の
景
観
が
残

さ
れ
て
い
る
。

　

村
絵
図
に
氏
神
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

現
在
の
熱
田
社
。
こ
こ
ま
で
来
て
、
再
び

も
と
の
道
に
戻
り
、
宮
津
の

メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト

を
歩
く
。

　

集
落
を
南
北
に
通
じ
る
道
の
両
側
に
は

金
物
屋
、
酒
屋
、
呉
服
屋
、
雑
貨
屋
な
ど

が
並
び

阿
久
比
の
江
戸

と
呼
ば
れ
て

い
た
そ
う
だ
。
今
は
か
つ
て
の
に
ぎ
や
か

な
商
い
の
ま
ち
と
は
全
く
イ
メ
ー
ジ
を
変

え
、
静
か
な
雰
囲
気
に
変
わ
っ
て
い
る
。

「
小
学
生
の
時
に
母
親
と
い
っ
し
ょ
に
体

操
服
を
買
い
に
来
た
の
が
こ
の
辺
り
で
、

魚
屋
さ
ん
も
あ
そ
こ
に
あ
っ
た
か
な
あ
」

と
友
人
が
二
十
年
前
の
少
年
時
代
を
懐
か

し
ん
で
い
た
。

　

い
つ
も
な
ら
誰
か
と
出
会
い
話
し
を
す

る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
日
は
誰
に
も
会
わ
な

い
。
友
人
と
二
人
だ
け
で
寂
し
い
ぶ
ら
り

旅
。
猫
の
子
一
匹
に
も
会
わ
な
い
と
は
こ

の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
と
冗
談
を

言
っ
て
い
た
矢
先
、
丸
々
と
肥
え
た
猫
が

目
の
前
に
現
れ
た
。
（
う
わ
さ
を
す
れ
ば

影
。
）

　

北
組
山
車
蔵
の
前
に
庚
申
堂
が
あ
る
。

村
絵
図
に
も
庚
申
と
あ
る
。
厨
子
に
納
め

ら
れ
た
木
造
「
青
面
金
剛
」
が
安
置
さ
れ

て
い
た
ら
し
い
が
盗
難
に
遭
い
今
は
な
い
。

堂
を
の
ぞ
く
と
写
真
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

　

蟹
田
川
に
た
ど
り
着
く
。
阿
久
比
川
に

向
か
っ
て
川
沿
い
を
歩
く
。
鳥
た
ち
が
飛

ん
で
い
る
。
え
さ
と
な
る
虫
た
ち
が
冬
眠

か
ら
覚
め
て
動
き
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

北
の
方
角
に
は
区
画
整
理
が
進
み
、
新

し
い
家
が
少
し
ず
つ
建
ち
始
め
て
い
る
。

何
年
か
後
に
は
、
現
在
と
は
全
く
違
っ
た

姿
に
な
る
だ
ろ
う
。
変
わ
り
ゆ
く
風
景
を

目
に
焼
き
付
け
今
回
の
ぶ
ら
り
旅
を
終
え

る
こ
と
に
す
る
。

谷性寺に咲く 梅の花

宮津村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

宮津の“ メ イ ンスト リ ート ”
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今
回
は
植
村
絵
図
を
見
な
が
ら
ぶ
ら
り

旅
に
出
掛
け
た
。

　

阿
久
比
町
誌
村
絵
図
解
説
書
に
、
岩
滑

新
田
堺
（
半
田
市
岩
滑
新
田
）
に
近
い
西

長
子
に
道
標
が
あ
り
「
右
大
の　

左
と
こ

な
べ
」
と
刻
ま
れ
、
上
部
に
阿
弥
陀
立
像

の
浮
き
彫
り
が
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

そ
の

道
標

探
し
か
ら
始
め
た
。

　

村
絵
図
で
は
場
所
が
確
定
で
き
な
い
た

め
、
現
在
の
地
図
を
片
手
に
西
長
子
付
近

を
探
索
。
と
り
あ
え
ず
道
が
あ
る
と
こ
ろ

を
歩
い
て
み
る
。
そ
れ
ら
し
き
も
の
は
見

つ
か
ら
な
い
。
半
ば
あ
き
ら
め
か
け
、
私

が
「
あ
の
家
を
訪
ね
て
聞
い
て
み
よ
う
か
」

と
友
人
に
話
し
を
持
ち
か
け
る
と
、
彼
は

突
然
「
あ
、
あ
、
あ
の
石
、
何
で
す
か
ね
」

と
、
大
声
を
出
し
て
前
方
を
指
差
す
。
舗

装
さ
れ
て
い
な
い
道
路
脇
の
草
む
ら
の
中

に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
、
膝
丈
く
ら
い
の

高
さ
の
石
を
見
つ
け
る
。

　

石
に
付
い
て
い
る
泥
を
手
で
払
う
と
、

解
説
書
の
記
述
ど
お
り
上
部
に
阿
弥
陀
立

像
ら
し
き
姿
が
現
れ
「
右
大
の　

左
と
こ

な
べ
」
の
文
字
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
回
り
道
を
し
た
が
探
し
物
を
よ
う
や

く
発
見
。

　

私
た
ち
の
立
っ
て
い
る
位
置
か
ら
は
、

道
標
の
示
す
場
所
に
行
け
る
道
は
な
い
。

か
つ
て
道
先
案
内
役
を
務
め
た
道
標
に
彫

ら
れ
た

仏
さ
ん

の
顔
は
、
ど
こ
か
寂

し
そ
う
な
表
情
に
感
じ
取
れ
た
。「
お
疲
れ

さ
ま
」
と
声
を
掛
け
る
。

　

次
に
村
絵
図
に
「
権
現
」「
神
明
」
と
記

さ
れ
た
東
の
方
へ
と
向
か
う
。
陽
気
は
ま

さ
に
春
。
道
沿
い
の
菜
の
花
に
は
ミ
ツ
バ

チ
が
止
ま
り
、
西
洋
タ
ン
ポ
ポ
の
周
り
を

白
い
チ
ョ
ウ
が
飛
び
回
っ
て
い
る
。
「
権

現
」
と
あ
る
の
は
現
在
の
五
郷
社
。
新
美

南
吉
の
童
話
作
品
に
出
て
く
る
「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
が
す
ん
で
い
た
森
で
も
あ
る
。
地

元
の
人
は
「
権
現
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

長
い
石
階
段
を
上
り
森
の
中
へ
進
む
。

鳥
た
ち
の
さ
え
ず
り
が
聞
こ
え
る
。
土
手

に
は
つ
く
し
が
生
え
て
い
る
。
家
族
へ
の

み
や
げ
に
と
つ
く
し
を
採
り
、
テ
ィ
ッ

シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
に
包
ん
で
か
ば
ん
に
し
ま

う
。

　

五
郷
社
を
後
に
し
て
「
神
明
」
と
あ
る

現
在
の
神
明
社
の
方
へ
と
歩
く
。
わ
ず
か

な
距
離
の
間
に
二
つ
神
社
が
あ
る
。
両
方

と
も
高
台
に
境
内
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
眺

め
る
矢
勝
川
沿
い
の
景
観
は
素
晴
ら
し
い
。

　

今
日
は

つ
く
し

と
い
う
み
や
げ
が

で
き
た
。
妻
に
卵
と
じ
で
も
作
っ
て
も
ら

い
、
晩
酌
を
し
な
が
ら
旬
の
味
を
楽
し
も

う
と
思
う
。（
結
局
、
つ
く
し
の
は
か
ま
取

り
は
私
の
仕
事
と
な
っ
た
。
）

阿弥陀立像の浮き彫り が見ら れる道標

植村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

菜の花に止まるミ ツバチ
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各
地
区
で
春
祭
り
が
行
わ
れ
、
風
に

乗
っ
て
笛
や
太
鼓
の
祭
り
囃
子
が
聞
こ
え

る
日
曜
日
、
矢
口
村
・
高
岡
村
絵
図
を
見

な
が
ら
、
い
つ
も
の
よ
う
に
友
人
と
二
人

で
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

　

村
絵
図
解
説
書
に
は
「
両
村
の
田
畑
・

雨
池
・
山
林
な
ど
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で

い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
単
位
に
村
絵

図
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
両

村
に
限
っ
て
、
一
枚
の
絵
図
面
に
描
き
表

わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
今
回

は
両
地
区
を
歩
く
こ
と
に
し
た
。

　

矢
口
地
区
の
済
乗
院
辺
り
を
歩
い
て
い

る
と
、
一
人
の
老
人
に
出
会
う
。「
ど
ち
ら

へ
行
か
れ
ま
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
こ
の

先
の
ミ
カ
ン
畑
へ
ち
ょ
っ
と
ね
」
と
応
え

て
く
れ
、
し
ば
ら
く
立
ち
話
を
す
る
。

　

村
絵
図
の
西
側
は
田
や
山
林
が
広
が
っ

て
い
る
。
今
も
昔
も
山
林
が
多
い
の
は
変

わ
り
が
な
い
と
老
人
は
言
う
。
南
方
の
正

面
を
指
差
し
て
「
あ
の
森
は
箭
比
（
や
ひ
）

神
社
が
あ
る
所
だ
け
ど
、
大
き
な
シ
イ
の

木
が
あ
っ
て
ね
、
わ
し
が
小
さ
い
じ
ぶ
ん

木
に
登
っ
て
実
を
採
っ
て
食
べ
た
よ
。
う

ま
か
っ
た
ぞ
。
よ
そ
の
村
か
ら
も
、
よ
う

採
り
に
来
と
っ
た
よ
」
と
昔
話
を
聞
か
せ

て
く
れ
た
。

　

次
に
矢
口
村
氏
神
へ
と
向
か
う
。
こ
の

氏
神
は
先
ほ
ど
老
人
が
昔
を
懐
か
し
ん
で

い
た
箭
比
神
社
。

　

神
社
は
菅
原
道
真
の
孫
雅
規
が
延
喜
十

二
年
（
九
一
二
）
に
阿
久
比
の
ニ
ノ
宮
と

し
て
開
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

神
社
由
来
が
記
さ
れ
た
看
板
に
「
本
殿

に
向
か
う
階
段
途
中
に
は
尾
張
二
代
藩
主

徳
川
光
友
公
が
寄
進
し
た
と
言
わ
れ
る

赤
鳥
居

が
あ
り
こ
れ
を
く
ぐ
る
と

お

こ
り

に
か
か
る
と
言
い
伝
え
が
残
っ
て

い
る
」
と
意
味
深
な
表
現
が
あ
る
。

　

桜
の
花
び
ら
で
ピ
ン
ク
色
に
染
ま
っ
た

石
段
を
社
守
の
男
性
が
掃
除
を
し
て
い
た
。

鳥
居
の
こ
と
を
聞
く
と
「
赤
鳥
居
を
く
ぐ

る
と

ば
ち

が
当
た
る
と
昔
か
ら
言
わ

れ
て
い
る
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

　

少
し
石
段
を
上
る
と
、
赤
い
鳥
居
が
見

え
る
。
鳥
居
に
は
通
り
抜
け
で
き
な
い
よ

う
に
わ
ら
で
編
ん
だ
し
め
縄
が
張
ら
れ
て

い
る
。
友
人
は
あ
っ
け
ら
か
ん
と
赤
鳥
居

に
近
づ
き
、
し
め
縄
を
手
で
触
る
。「
勝
手

に
触
る
と
、
ま
た
縁
遠
く
な
る
ぞ
」
と
冗

談
を
言
っ
て
い
る
と
、
私
の
首
に
水
滴
が

落
ち
た
。
水
滴
は
首
か
ら
背
中
に
流
れ
る
。

ぞ
く
ぞ
く
と
身
震
い
が
し
た
。
「
悪
い
こ

と
が
起
き
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と
心
の
中
で

つ
ぶ
や
く
。
（
午
後
か
ら
の
皐
月
賞
で
は

少
し
ば
か
り
い
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
触
ら

ぬ
神
に
た
た
り
な
し
。
）

　

神
社
を
後
に
し
て
高
岡
地
区
に
向
か
っ

た
。
次
回
へ
つ
づ
く
。

箭比神社の森

矢口村・ 高岡村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

“ おこ り ”の伝説が残る赤鳥居
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箭 
比 
神
社
を
後
に
し
て
村
絵
図
に
記
さ

や 

ひ

れ
て
い
る
高
岡
村
山
之
神
に
向
か
う
。

　

舗
装
さ
れ
て
い
な
い
細
い
道
を
上
る
と

墓
地
が
現
れ
た
。
少
し
先
に
は
観
音
寺
の

屋
根
が
見
え
る
。

　

畑
で
草
取
り
を
す
る
老
夫
婦
に
「
こ
の

辺
り
に
山
之
神
が
あ
っ
た
み
た
い
な
ん
で

す
け
ど
知
り
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
る
。「
兵

隊
さ
ん
が
出
兵
す
る
前
に
、
あ
の
雑
木
林

の
辺
り
ま
で
歩
い
て
行
っ
た
の
を
見
た
記

憶
が
あ
る
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

　

氏
神
に
着
く
。
現
在
の
天
満
社
で
境
内

の
看
板
に
は
「
祭
神
は
菅
原
道
真
。
社
伝

に
よ
る
と
、
創
建
は
天
暦
二
年
（
九
四
八
）

菅
原
道
真
の
孫
英
比
丸
が
高
尾
山
の
自
然

と
眺
望
を
愛
し
こ
の
地
に
神
殿
を
造
営
し

た
」
と
由
来
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

境
内
敷
地
に
は
昨
年
高
岡
地
区
で
行
わ

れ
た
「
虫
供
養
」
の
大
塔
婆
が
残
っ
て
い

た
。

　

公
園
で
遊
ん
で
い
た
姉
妹
を
迎
え
に
来

た

お
じ
い
ち
ゃ
ん

に
声
を
掛
け
る
と
、

地
区
の
氏
子
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

先
ほ
ど
の
山
之
神
に
つ
い
て
再
度
尋
ね

て
み
た
。
寝
そ
べ
っ
て
い
る
牛
の
像
の
奥

を
指
差
し
て
「
あ
の
神
さ
ん
が
そ
う
だ
よ
。

あ
の
場
所
か
ら
こ
の
天
満
社
に
移
し
た
ん

だ
よ
。
ま
だ
林
の
中
に
社
跡
が
残
っ
て
い

る
は
ず
だ
よ
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
老
夫

婦
の
話
と
も
つ
じ
つ
ま
が
合
っ
た
。

　

天
満
社
の
す
ぐ
横
は
、
知
多
四
国
八
十

八
カ
所
第
十
七
番
札
所
の
観
音
寺
が
あ
る
。

絵
図
に
記
さ
れ
た
観
音
堂
で
あ
る
。
私
た

ち
が
一
年
前
に
町
内
の
札
所
五
カ
所
を
巡

り
「
シ
リ
ー
ズ
阿
久
比
を
歩
く
」
の
連
載

を
始
め
た
際
に
訪
れ
た
場
所
だ
。（
そ
う
い

え
ば
新
聞
で
も
記
者
が
知
多
四
国
を
歩
い

て
体
験
記
を
連
載
し
て
い
た
が
、
私
た
ち

の
方
が
先
。
先
見
の
明
が
あ
っ
た
の
か

も
。
）

　

寺
の
参
道
の
高
台
か
ら
南
東
を
見
る
。

桜
は
花
が
散
り
、
葉
桜
と
変
わ
っ
て
い
る
。

大
型
ス
ー
パ
ー
の
看
板
が
目
に
付
く
。
そ

の
昔
、
ス
ー
パ
ー
の
辺
り
は
入
江
に
な
っ

て
い
た
ら
し
い
。
英
比
丸
公
が
別
荘
地
と

し
て
選
ん
だ
こ
の
地
だ
け
に
、
高
台
か
ら

望
む
景
色
は
絶
景
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

参
道
を
下
る
と
地
蔵
堂
が
あ
っ
た
。
中

を
の
ぞ
く
と

子
育
地
蔵
菩
薩

が
ふ
く

よ
か
な
顔
に
笑
み
を
浮
か
べ
、
子
ど
も
を

抱
い
て
い
る
。

　

今
朝
、
家
を
出
る
前
に
姉
妹
げ
ん
か
を

す
る
自
分
の
娘
た
ち
を
大
き
な
声
で
し

か
っ
た
。
常
に
笑
顔
で
良
き
親
に
な
り
た

い
と
こ
ろ
だ
が
、
最
近
子
ど
も
た
ち
が
少

し
反
抗
期
だ
。
子
育
て
は
難
し
い
。
地
蔵

さ
ん

を
し
ば
ら
く
眺
め
て
帰
路
に
着
い

た
。

牛の像の奥にまつら れる山之神

矢口村・ 高岡村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

正面が観音寺。 右の森が天満社
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今
回
は
角
岡
村
（
現
在
の
大
字
椋
岡
地

区
西
部
）
絵
図
を
見
な
が
ら
ぶ
ら
り
旅
に

出
掛
け
た
。

　

最
初
に
雲
谷
寺
を
訪
れ
た
。
山
門
の
上

方
か
ら 
龍 
が
私
た
ち
を
の
ぞ
い
て
い
る
。

り
ゅ
う

門
の
正
面
部
分
に
あ
る
彫
刻
の
龍
で
あ
る
。

　

寺
の
山
号
が

龍
臥
山

。
龍
と
縁
深
い

よ
う
だ
。

　

住
職
か
ら
龍
に
ま
つ
わ
る
話
を
聞
く
。

室
町
時
代
、
多
く
の
水
墨
画
を
描
い
た
画

僧
、
雪
舟
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
。
雨
が
降

ら
ず
農
作
物
が
育
た
な
い
と
村
人
が
困
っ

て
い
る
と
、
雪
舟
は
衣
ケ
池
（
現
在
の
丸

山
公
園
付
近
）
の
ほ
と
り
で
雨
乞
い
を
始

め
る
。
願
い
は
か
な
い
雨
が
降
り
出
す
。

池
の
中
か
ら
昇
天
す
る
龍
神
を
見
て
雪
舟

は
「
龍
之
画
」
を
描
い
た
と
伝
わ
る
。

　

雲
谷
寺
に
は
、
こ
の
画
が
寺
宝
と
し
て

残
る
。「
す
ご
い
形
相
で
天
に
昇
っ
て
い
く

龍
の
姿
が
描
か
れ
て
ま
す
よ
。
日
照
り
の

時
に
出
し
て
コ
ッ
プ
い
っ
ぱ
い
に
水
を
張

り
、
七
日
間
祈
願
す
る
と
必
ず
雨
が
降
っ

た
の
で

雨
乞
い
の
龍

と
言
わ
れ
て
い

ま
す
」
と
住
職
が
話
し
て
く
れ
た
。

　

広
い
境
内
を
散
策
す
る
。
今
日
は
五
月

の
第
二
日
曜
日
で

母
の
日

。
六
地
蔵
に

は
ピ
ン
ク
色
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
供
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
す
ぐ
そ
ば
に
は
池
が

あ
る
。
龍
で
は
な
く
カ
メ
が
長
い
首
を
伸

ば
し
て
い
た
。

　

次
に
平
泉
寺
と
氏
神
と
記
さ
れ
た
場
所

に
向
か
う
。

　

平
泉
寺
は
知
多
四
国
第
十
六
番
札
所
。

源
頼
朝
が
野
間
大
坊
（
美
浜
町
）
に
父
義

朝
の
墓
参
り
の
帰
途
に
訪
れ
、
中
秋
の
名

月
を
眺
め
た
場
所
で
あ
る
。
県
指
定
文
化

財
の
不
動
明
王
立
像
な
ど
の
仏
像
で
も
有

名
だ
。　
　

　

線
香
の
に
お
い
が
境
内
に
広
が
っ
て
い

る
。
参
拝
者
と
あ
い
さ
つ
を
交
わ
し
、
平

泉
寺
を
後
に
し
て
氏
神
を
探
し
た
。

　

細
道
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
腰
掛
け
、
会
話
を

す
る
高
齢
の
男
女
に
尋
ね
る
と
、
平
泉
寺

東
の
民
家
付
近
を
指
差
し
て
「
氏
神
は
こ

の
辺
り
に
あ
っ
た
と
聞
く
よ
。
わ
し
も
ま

だ
若
い
か
ら
そ
ん
な
昔
の
こ
と
は
知
ら
な

い
な
あ
」
と
冗
談
を
言
い
な
が
ら
お
じ
い

さ
ん
が
応
え
て
く
れ
た
。（
現
在
は
椋
岡
地

区
の
八
幡
神
社
に
移
転
。
）

　

地
図
を
南
下
し
て
唐
松
の
井
戸
に
着
い

た
。
田
ん
ぼ
の
脇
に
四
方
を
柵
と
石
で
囲

ま
れ
た
古
井
戸
が
残
る
。

　

こ
の
井
戸
は
慈
覚
大
師
円
仁
の
祈
と
う

に
よ
り
水
が
湧
き
出
し
、
農
民
を
日
照
り

か
ら
助
け
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
緑
色
に

濁
っ
た
水
の
表
面
を
ア
メ
ン
ボ
ウ
が
飛
び

跳
ね
て
い
た
。

　

同
じ
村
の
中
に
雨
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が

二
つ
あ
っ
た
。
村
人
が
昔
か
ら
、
水
の
確

保
に
大
変
苦
労
し
て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ

て
き
た
。

雲谷寺山門の彫刻の龍

角岡村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

唐松の井戸
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ゴ
ミ
ゼ
ロ
運
動
に
参
加
し
た
後
、
雨
が

や
む
の
を
待
っ
て
、
椋
原
村
（
現
在
の
大

字
椋
岡
北
部
地
区
）
の
絵
図
を
見
な
が
ら

ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

　

絵
図
に
は
東
部
分
の
大
半
に
田
や
畑
が

記
さ
れ
、
東
端
に
は
英
比
川
が
流
れ
て
い

る
。
現
在
も
阿
久
比
郵
便
局
か
ら
南
方
は

名
鉄
電
車
の
線
路
と
阿
久
比
川
の
間
に
田

畑
が
広
が
る
。

　

田
植
え
が
終
わ
っ
た
水
田
を
の
ぞ
く
と
、

小
さ
な
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
何
十
匹
も
寄

り
集
ま
っ
て
、
し
っ
ぽ
を
勢
い
よ
く
振
っ

て
動
き
回
り
、
遠
く
か
ら
カ
エ
ル
の
鳴
き

声
が
聞
こ
え
く
る
。

　

薬
師
堂
と
八
幡
宮
と
記
さ
れ
た
場
所
を

訪
れ
た
。
薬
師
堂
は
現
在
の
正
保
寺
で
、

八
幡
宮
は
角
岡
村
の
氏
神
と
い
っ
し
ょ
に

現
在
の
椋
岡
地
区
の
八
幡
神
社
に
移
さ
れ

て
い
る
。

　

正
保
寺
境
内
へ
入
っ
て
す
ぐ
左
に
地
蔵

堂
が
あ
る
。
村
内
に
野
ざ
ら
し
に
な
っ
て

い
た
石
地
蔵
尊
や
千
体
地
蔵
が
納
め
ら
れ

て
い
る
。

　

入
口
に
鍵
が
か
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の

で
戸
を
開
け
て
中
を
見
る
。
そ
の
瞬
間
、

安
置
さ
れ
て
い
る
石
地
蔵
の
目
線
が
一
斉

に
私
た
ち
の
方
に
向
け
ら
れ
た
よ
う
な
錯

覚
を
感
じ
た
。
多
く
の
目
に
見
つ
め
ら
れ

る
と
悪
い
こ
と
は
で
き
な
い
。「
何
か
、
隠

し
事
を
し
て
ま
せ
ん
か
」
と
訴
え
か
け
て

い
る
よ
う
だ
。（
中
性
脂
肪
が
多
く
て
ダ
イ

エ
ッ
ト
中
の
私
。
昼
食
後
、
妻
に
内
緒
で

ア
ン
パ
ン
一
個
食
べ
た
こ
と
を
地
蔵
さ
ん

た
ち
に
白
状
し
た
。
）

　

奥
の
本
堂
へ
と
進
む
。
本
尊
は
秘
仏
の

薬
師
如
来
で
、
眼
病
を
治
す
仏
と
し
て
近

郷
近
在
か
ら
参
拝
者
が
訪
れ
、
線
香
の
煙

が
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
し
い
。
近

眼
の
私
た
ち
は
、
い
つ
も
よ
り
深
く
頭
を

下
げ
る
。

　

正
保
寺
の
参
道
に
庚
申
堂
が
あ
る
。
堂

の
中
に
は
石
像
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
。

　

石
像
は
青
面
金
剛
と
呼
ば
れ
、
子
ど
も

た
ち
が
い
た
ず
ら
を
し
て
た
た
り
が
起

こ
っ
た
た
め
に
、
堂
を
建
て
た
と
伝
え
ら

れ
る
。
昭
和
十
五
年
こ
ろ
ま
で
村
の
各
家

に
木
造
の
青
面
金
剛
を
持
ち
回
る

庚
申

講

も
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

石
像
の
顔
が
青
で
は
な
く
赤
く
な
っ
て

い
た
。
誰
か
の
い
た
ず
ら
だ
ろ
う
か
。
少

し
寂
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。

　

名
古
屋
往
来
道
と
記
さ
れ
た
道
を
歩
く
。

か
つ
て
は
名
古
屋
へ
続
く
主
要
道
と
し
て

多
く
の
人
た
ち
が
行
き
来
し
た
道
。
近
所

の
人
た
ち
が
玄
関
先
で
立
ち
話
を
楽
し
そ

う
に
し
て
い
る
。
今
は
車
の
通
り
も
少
な

い
。
先
を
急
ぐ
こ
と
な
く
大
き
な
カ
タ
ツ

ム
リ
が
の
ん
び
り
と
道
を
横
断
し
て
い
た
。

阿久比川横に広がる田畑は昔と 同じ

椋原村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

庚申堂にまつら れる青面金剛の石像
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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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梅
雨
空
の
日
曜
日
の
午
後
、
ぶ
ら
り
旅

に
出
掛
け
た
。
今
回
は
福
住
村
を
歩
い
た
。

　

絵
図
に
は
南
端
か
ら
福
山
川
ま
で
道
路

が
延
び
て
い
る
。
現
在
の
県
道
名
古
屋
半

田
線
で
あ
ろ
う
。
今
年
一
月
に
は
「
福
住

新
橋
」
が
開
通
し
、
道
路
幅
も
広
が
り
多

く
の
車
と
す
れ
違
う
。

　

荒
古
付
近
の
「
若
宮
八
幡
宮
」
を
探
し

た
。
県
道
か
ら
背
の
高
い
木
が
目
に
付
く
。

そ
の
木
を
目
標
に
進
む
。

　

小
高
い
丘
に
二
つ
の 
祠 
が
ま
つ
ら
れ
て

ほ
こ
ら

い
る
。
津
島
神
社
と
秋
葉
神
社
と
書
か
れ

た
札
が
目
に
付
く
。
秋
葉
神
社
の
祠
の
前

に
は
二
基
の
常
夜
灯
が
並
べ
ら
れ
「
福
住

村
中
安
全
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
八
幡
宮

は
民
家
の
間
に
宮
跡
と
し
て
ひ
っ
そ
り
と

残
る
。（
若
宮
八
幡
宮
は
大
正
元
年
に
縣
神

社
に
合
祀
さ
れ
る
。
）

　

細
道
を
通
り
抜
け
、
福
山
川
に
突
き
当

た
る
。
川
は
午
前
中
の
雨
で
増
水
し
、
泥

水
で
濁
っ
て
い
る
。
橋
を
渡
り
絵
図
の
東

西
に
通
じ
る
道
を
東
へ
向
か
う
。

　

北
側
に
「
縣
神
社
」
と
書
か
れ
た
白
い

の
ぼ
り
が
何
本
も
連
な
っ
て
い
る
の
が
見

え
た
。
絵
図
に
記
さ
れ
た
「
氏
神
」
で
あ

る
。

　

坂
道
を
上
る
。
さ
ら
に
石
段
を
上
る
。

と
て
も
勾
配
が
き
つ
く
息
が
切
れ
る
。

や
っ
と
の
思
い
で
縣
神
社
に
到
着
。

　

拝
殿
の
正
面
に
は
直
径
三
十 
㌢ 
く
ら
い

の
鈴
が
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
。
さ
い
銭

箱
に
小
銭
を
投
げ
、
鈴
を
鳴
ら
し
て
か
ら

願
い
事
を
す
る
。
（
何
を
願
っ
た
か
は
ヒ
・

ミ
・
ツ
）

　

社
の
左
横
に
は
、
村
の
各
所
か
ら
集
め

ら
れ
た

神

が
小
さ
な 
祠 
に
ま
つ
ら
れ

ほ
こ
ら

一
列
に
並
ん
で
い
る
。

　

そ
ろ
そ
ろ
次
の
場
所
へ
行
こ
う
か
と

思
っ
て
い
た
矢
先
、
突
然
雨
が
降
り
出
し

た
。
友
人
と
雨
宿
り
を
す
る
こ
と
に
す
る
。

さ
い
銭
箱
横
の
石
段
に
腰
を
下
ろ
し
て
雨

が
上
が
る
の
を
待
つ
。
静
か
な
場
所
に
二

人
き
り
。
し
ゃ
べ
る
こ
と
も
な
い
の
で
し

ば
し
沈
黙
が
続
く
。（
隣
に
す
て
き
な
人
が

座
っ
て
い
た
ら
、
静
か
な
鎮
守
の
森
の
中

で
楽
し
い
会
話
が
弾
ん
だ
だ
ろ
う
に
…
。
）

　

し
ば
ら
く
し
て
雨
が
上
が
る
。
私
は
や

ぶ
蚊
に
二
カ
所
刺
さ
れ
、
友
人
は
三
カ
所

も
刺
さ
れ
る
。
蒸
し
暑
か
っ
た
の
が
、
少

し
涼
し
く
な
っ
た
。

　

最
後
に
「
寺
」
と
記
さ
れ
た
場
所
を
訪

れ
た
。
現
在
の
興
昌
寺
で
あ
る
。

　

山
門
に
向
か
っ
て
左
の
行
者
堂
か
ら
、

知
多
四
国
八
十
八
カ
所
の
創
始
者
の
一
人
、

福
住
村
出
身
の
岡
戸
半
蔵
像
が
顔
を
の
ぞ

か
せ
て
い
る
。
に
こ
や
か
な
笑
み
は
「
お

疲
れ
さ
ん
。
次
回
は
ど
こ
に
行
く
の
か
ね
」

と
声
を
掛
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

祠がまつら れる若宮八幡宮跡

福住村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

大き な鈴がつり 下がっ た縣神社の拝殿
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稗
之
宮
村
（
現
在
の
大
字
阿
久
比
地
区
）

絵
図
を
見
な
が
ら
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

　

先
日
、
東
京
都
渋
谷
区
郷
土
博
物
館
の

学
芸
員
が
最
勝
寺
（
卯
之
山
）
に
伝
わ
る
、

渋
谷
金
王
丸
が
馬
の
口
に
付
け
た
と
言
わ

れ
る 
轡 
を
調
べ
に
き
て
い
た
。
私
も
同
席

く
つ
わ

さ
せ
て
も
ら
い
轡
を
住
職
か
ら
見
せ
て
も

ら
っ
た
。

　

渋
谷
金
王
丸
は
平
治
二
年
（
九
〇
二
）

野
間
で
殺
害
さ
れ
た
源
義
朝
の
家
臣
で
、

主
君
の
義
朝
の
首
が
京
に
送
ら
れ
る
の
を

知
り
、
首
を
取
り
返
そ
う
と
京
に
向
か
う

が
、
馬
が
病
で
倒
れ
進
む
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
。
轡
を
井
戸
で
洗
っ
て
、「
古
見
堂

地
蔵
」（
現
在
、
最
勝
寺
蔵
）
に
献
じ
る
と
、

馬
の
具
合
が
良
く
な
り
、
再
び
京
を
目
指

し
た
と
い
う
伝
説
が
残
る
。

　

稗
之
宮
村
絵
図
の
中
央
か
ら
南
の
部
分

「
轡
井
戸
」
の
表
記
が
あ
る
。
今
回
は
轡

洗
い
伝
説
の
地
を
最
終
目
標
に
進
む
こ
と

に
す
る
。

　

最
初
に
氏
神
と
記
さ
れ
た
場
所
を
訪
れ

る
。
現
在
の
阿
久
比
神
社
で
あ
る
。
こ
の

神
社
は
平
安
時
代
初
期
の
朝
廷
の
記
録
が

書
か
れ
た
『
延
喜
式
第
九
・
第
十
』
の
中

で
、
全
国
の
神
社
を
紹
介
す
る
神
名
帳
に

南
知
多
町
の
入
見
神
社
、
羽
豆
神
社
と
と

も
に
「
智
多
三
座
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て

い
る
。

　

境
内
の
東
の
方
に
は
、
細
い
参
道
が
続

く
。
昨
日
の
夜
、
雨
が
た
く
さ
ん
降
っ
た

せ
い
か
、
木
の
葉
か
ら

ポ
ト
ン
、
ポ
ト

ン

と
水
滴
が
落
ち
、
顔
や
首
筋
に
当
た

る
。
蒸
し
暑
い
た
め
、
こ
の
一
滴
、
二
滴

の
し
ず
く
が
一
瞬
体
を
冷
や
し
気
持
ち
が

い
い
。

　

南
へ
向
か
っ
て
歩
く
。
草
取
り
を
す
る

女
性
に
出
会
う
。「
轡
井
戸
」
に
つ
い
て
何

か
知
ら
な
い
か
尋
ね
て
み
る
。「
ご
め
ん
ね
。

嫁
い
で
き
て
四
十
年
経
つ
け
ど
、
聞
い
た

こ
と
な
い
ね
」
と
女
性
が
ニ
コ
ニ
コ
し
な

が
ら
応
え
て
く
れ
た
。「
が
ん
ば
っ
て
探
し

て
ね
」
と
励
ま
さ
れ
る
。

　

見
上
げ
る
ほ
ど
高
い
場
所
に
東
光
寺
の

山
門
が
あ
る
。
と
て
も
急
な
石
段
を
上
っ

て
い
く
。
途
中
で
友
人
が
ぼ
そ
っ
と
「
と

こ
ろ
で
、
轡
っ
て
何
で
す
か
」
と
私
に
尋

ね
る
。
「
え
っ
・
・
・
」
、
絶
句
。
（
先
ほ
ど

ま
で
普
通
に
会
話
し
、
う
な
ず
い
て
い
た

の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
。
）

　

恥
ず
か
し
い
こ
と
に
私
も
知
ら
な
か
っ

た
の
で
先
日
、
学
芸
員
に
聞
い
た
話
を
説

明
し
た
。（
轡
と
は
口
輪
の
意
。
馬
の
口
に

く
わ
え
さ
せ
て
お
き
、
手
綱
を
つ
け
て
御

す
る
の
に
用
い
る
金
属
製
の
具
。
『
広
辞

苑
』
か
ら
。
）

　

東
光
寺
境
内
に
は
今
年
初
め
て
聞
く
ク

マ
ゼ
ミ
の
鳴
き
声
が
響
き
渡
っ
て
い
た
。

　

轡
井
戸
探
し
の
ぶ
ら
り
旅
は
次
回
へ
つ

づ
く
。

東光寺山門

稗之宮村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

阿久比神社東側の森
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轡 
井
戸

探
し
の
ぶ
ら
り
旅
を
続
け

く
つ
わ

る
。

　

東
光
寺
の
ク
マ
ゼ
ミ
の
鳴
き
声
を
後
に

し
て
、
地
蔵
寺
へ
向
か
う
。
断
崖
絶
壁
の

下
に
細
道
が
く
ね
く
ね
と
続
く
。
道
は
丘

陵
地
に
あ
る
た
め
、
眺
め
は
絶
景
で
あ
る
。

　

道
は
、
絵
図
に
地
蔵
堂
と
記
さ
れ
た
現

在
の
地
蔵
寺
に
続
く
。

　

地
蔵
寺
も
小
高
い
場
所
に
こ
ぢ
ん
ま
り

と
建
つ
。
境
内
に
弁
才
天
と
庚
申
が
ま
つ

ら
れ
た
小
さ
な 
祠 
が
あ
る
。
二
つ
と
も
村

ほ
こ
ら

絵
図
に
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
以
後
こ
の

場
所
に
移
さ
れ
た
ら
し
い
。

　

私
た
ち
が
境
内
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
と
、

女
性
の
住
職
が
声
を
掛
け
て
く
れ
る
。
村

絵
図
を
見
な
が
ら
歩
い
て
い
る
こ
と
を
説

明
す
る
。
無
理
を
言
っ
て
寺
に
あ
が
ら
せ

て
も
ら
い
、
本
尊
の
地
蔵
菩
薩
を
見
せ
て

も
ら
う
。

　

木
造
で
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
地
蔵

菩
薩
。
住
職
の
話
に
よ
る
と
、
記
録
が
残
っ

て
い
な
い
た
め
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な

い
が
、
約
四
百
年
前
に
造
ら
れ
た
と
の
こ

と
。
全
体
が
黒
色
で
背
が
高
く
、
ス
マ
ー

ト
な

地
蔵
さ
ん

で
あ
る
。

　

轡
井
戸
に
つ
い
て
住
職
に
尋
ね
る
。「
私

は
出
身
が
名
古
屋
だ
か
ら
ね
ぇ
」
と
言
う

答
え
が
返
っ
て
く
る
。
が
っ
か
り
肩
を
落

し
て
次
へ
向
か
お
う
と
絵
図
を
見
る
。

「
ご
く
ろ
う
さ
ま
ね
。
冷
た
い
も
の
で
も

ど
う
で
す
か
」
と
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
勧
め
て

く
れ
る
。
遠
慮
な
く
ご
ち
そ
う
に
な
る
。

よ
く
冷
え
た
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
額
に
当
て
る

と
、
と
て
も
気
持
ち
が
い
い
。
一
瞬
、
汗

が
引
く
。
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
一
気
に
飲
み
干

し
、
疲
れ
が
取
れ
る
。
気
分
を
一
新
し
た

と
こ
ろ
で
最
終
目
的
地
を
目
指
す
。

　

轡
井
戸
に
つ
い
て
阿
久
比
町
誌
村
絵
図

解
説
書
に
は
「
阿
久
比
字
東
中
根
に
あ
っ

た
。
こ
の
井
戸
は
、
源
義
朝
家
臣
渋
谷
金

王
丸
の
轡
洗
い
伝
説
が
あ
る
井
戸
で
あ
る
。

現
在
は
取
り
壊
さ
れ
て
田
に
な
っ
て
い
る

が
、
今
で
も
井
戸
の
あ
っ
た
所
か
ら
は
清

水
が
わ
き
出
す
た
め
に
稲
が
実
ら
な
い
と

い
わ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。

　

阿
久
比
公
会
堂
の
前
を
通
り
、
地
図
を

見
な
が
ら
東
中
根
付
近
の
田
を
探
す
。
墓

地
か
ら
北
東
の
方
角
に
田
を
発
見
。

　

マ
ム
シ
が
出
そ
う
な
草
道
を
下
へ
降
り

る
。
田
に
張
ら
れ
た
水
は
、
ほ
か
の
田
に

比
べ
る
と
水
量
が
多
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

解
説
書
ど
お
り
清
水
が
わ
い
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。「
こ
の
辺
で
す
よ
ね
」
自
信
の
な

い
友
人
の
声
。「
絶
対
そ
う
だ
よ
。
間
違
い

な
い
」
私
は
意
味
も
な
く
友
人
に
握
手
を

求
め
た
。

　

伝
説
の
地
は
最
終
的
に
確
認
で
き
な
か

た
。
残
念
。
私
た
ち
自
身
が
何
か
伝
説
を

残
せ
る
よ
う
に
、
田
の
脇
を
流
れ
る
水
路

で
手
を
洗
い
、
帰
途
に
就
く
。

丘陵地から の眺め

稗之宮村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

轡井戸があっ たと 思われる東中根の田
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今
回
は
坂
部
村
の
村
絵
図
を
見
な
が
ら

ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

　

最
初
に
「
久
松
佐
渡
守
古
城
跡
」（
城
は

徳
川
家
康
の
生
母
於
大
の
方
の
夫
久
松
俊

勝
が
築
城
）
と
記
さ
れ
、
現
在
は
城
山
公

園
と
な
っ
て
い
る
場
所
を
訪
れ
る
。

　

盆
を
過
ぎ
て
も
暑
い
日
が
続
く
。
セ
ミ

の
鳴
き
声
が
に
ぎ
や
か
だ
。
公
園
で
は
タ

モ
を
持
っ
た
親
子
が
虫
取
り
を
楽
し
ん
で

い
る
。
幼
い
子
が
自
慢
げ
に
捕
ま
え
た
ア

ブ
ラ
ゼ
ミ
を
手
に
持
っ
て
見
せ
て
く
れ
る
。

公
園
内
に
ひ
っ
そ
り
と
建
つ
石
碑
が
、
城

の
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

次
に
洞
雲
院
に
向
か
う
。
境
内
を
通
り
、

於
大
の
方
の
遺
髪
墓
な
ど
が
並
ぶ
久
松
・

松
平
家
葬
地
に
着
く
。
何
度
も
訪
れ
て
い

る
が
、
い
つ
来
て
も
こ
の
一
帯
だ
け
に
木

漏
れ
日
の
光
が
射
し
込
む
、
幻
想
的
な
場

所
で
あ
る
。

　

洞
雲
院
の
裏
山
か
ら
道
が
、
八
幡
神
社

へ
と
続
い
て
い
た
。
村
絵
図
に
記
さ
れ
て

い
る
氏
神
が
こ
の
場
所
の
よ
う
だ
。
背
の

高
い
木
が
う
っ
そ
う
と
茂
る
、
静
か
な
森

の
中
に
神
社
が
あ
る
。

　

拝
殿
前
の
広
場
は
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
に

な
っ
て
い
る
。
森
の
中
で
あ
る
せ
い
か
、

陽
が
あ
ま
り
当
た
ら
ず
、
夏
に
ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
を
楽
し
む
に
は
最
適
な
場
所
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
も
セ
ミ
の
鳴
き

声
は
に
ぎ
や
か
だ
。

　

阿
久
比
町
誌
村
絵
図
解
説
書
に
は
、

「
阿
ら
畑
」
に
あ
る
塚
に
月
宮
姫
の
墓
、

通
称
「
お
塚
さ
ん
」
と
言
わ
れ
る
観
音
像

が
安
置
さ
れ
、
祈
る
と
美
人
に
な
る
と
の

伝
説
が
残
る
と
あ
る
。
こ
の
「
お
塚
さ
ん
」

を
探
す
こ
と
に
し
た
。

　

村
絵
図
と
現
在
の
地
図
を
見
比
べ
る
と
、

「
阿
ら
畑
」
は
現
在
の
「
東
新
畑
」
辺
り

で
は
な
い
か
と
考
え
、
そ
の
周
辺
の
畑
を

歩
い
た
。

　

畑
で
仕
事
を
す
る
男
性
に
「
お
塚
さ
ん

と
呼
ば
れ
て
い
る
観
音
像
を
知
り
ま
せ
ん

か
」
と
、
尋
ね
る
。「
こ
れ
だ
よ
」
と
、
言

わ
れ
る
。
土
が
盛
ら
れ
て
塚
に
な
っ
て
い

る
前
に
高
さ
五
十
㌢ 
程
の
石
造
。
ま
さ
に

探
し
て
い
た
も
の
が
目
の
前
に
あ
る
。

　

偶
然
に
も
出
会
っ
た
こ
の
男
性
は
、
先

代
か
ら
こ
の
観
音
像
を
世
話
し
て
い
る
と

話
し
て
く
れ
た
。
「
女
性
が
こ
の
観
音
像

に
祈
る
と
美
人
に
な
る
そ
う
で
す
が
」
と

聞
く
と
、
「
そ
ん
な
風
に
言
わ
れ
て
い
る

み
た
い
だ
ね
」
と
笑
顔
で
答
え
て
く
れ
る
。

　

「
そ
う
い
え
ば
坂
部
地
区
の
女
性
は
美

人
が
多
い
で
す
よ
ね
」
と
友
人
が
い
つ
も

の
よ
う
に
調
子
の
い
い
こ
と
を
口
に
す
る
。

　

今
回
の
ぶ
ら
り
旅
で
は
、
残
り
少
な
い

夏
を
惜
し
む
か
の
よ
う
に
セ
ミ
の
鳴
き
声

が
と
て
も
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
。
最
後
に
山

之
神
を
訪
れ
た
が
、
数
え
た
だ
け
で
十
匹

以
上
の
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
が
木
に
止
ま
っ
て
い

た
。
ど
こ
へ
行
っ
て
も
セ
ミ
の
声
が
聞
こ

え
る
は
ず
で
あ
る
。

城山公園で虫取り を楽し む親子

坂部村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

「 お塚さ ん」と 呼ばれている観音像
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千
二
百
年
ほ
ど
前
（
弘
仁
年
間
）
、
比
叡

山
を
開
い
た
伝
教
大
師
（
最
澄
）
は
、
教

え
を
広
め
る
た
め
全
国
行
脚
を
す
る
。

　

あ
ぐ
い
の
郷
に
も
立
ち
寄
り
、
池
の
ほ

と
り
に
さ
し
か
か
る
と
、
池
の
中
央
か
ら

金
色
の
光
が
立
ち
昇
り
、
ど
こ
か
ら
と
も

な
く
現
れ
た 
白 

し
ろ

兎 
が
光
め
が
け
て
飛
び
込

う
さ
ぎ

み
、
一
寸
七
分
（
約
五 
㌢ 
）
の
阿
弥
陀
仏

を
口
に
く
わ
え
て
、
大
師
の
前
に
運
ん
で

く
る
。

　

そ
の
出
来
事
を
帝
に
話
す
。
帝
は
大
変

喜
び
、
池
の
ほ
と
り
に
勅
願
寺
を
建
て
、

 
兎 
養 
山 
長
安
寺
と
名
付
け
る
よ
う
命
じ
る
。

と 

よ
う 
ざ
ん

（
「
阿
久
比
の
昔
話
」
兎
の
運
ん
だ
仏
様

に
詳
し
い
。
）
卯
之
山
の
地
名
は
兎
養
山
の

山
号
に
ち
な
み
「 
兎 
之 
山 
」
と
呼
ぶ
よ
う

う 

の 

や
ま

に
な
っ
た
と
伝
わ
る
。

　

今
回
は
そ
の
卯
之
山
村
絵
図
を
見
な
が

ら
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
る
。
ま
ず
は
卯
之

山
村
の
名
前
の
由
来
が
深
い
、
兎
養
山
弘

誓
院
を
訪
れ
る
。

　

境
内
入
口
に
は
書
道
の
上
達
を
願
い
、

使
い
古
し
た
筆
を
供
養
す
る
た
め
に
建
立

さ
れ
た

筆
塚

が
あ
る
。
石
碑
の
筆
塚

は
見
上
げ
る
ほ
ど
背
丈
が
高
い
。
私
も
友

人
も
筆
無
精
。
筆
ま
め
に
な
れ
る
よ
う
に

ペ
ン
を
筆
塚
の
方
に
か
ざ
し
、
頭
を
深
く

下
げ
る
。

　

副
住
職
と
お
庫
裏
さ
ん
に
話
を
聞
く
。

兎
養
山
長
安
寺
と
し
て
伝
教
大
師
が
建
立

し
た
と
伝
わ
る
こ
の
寺
は
、
も
と
も
と
天

台
宗
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
織
田
信
長
が

比
叡
山
延
暦
寺
を
焼
き
討
ち
し
た
時
代
に
、

何
度
も
兵
火
で
焼
失
し
た
ら
し
い
。

　

昔
話
に
出
て
く
る
ウ
サ
ギ
が
く
わ
え
て

い
た
仏
は
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
る
の
か
尋

ね
る
。「
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
の
胎
内
仏
で
、

信
長
の
命
令
で
寺
が
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た

と
き
で
も
、
こ
の
仏
さ
ん
だ
け
は
、
戦
火

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
し
い
で
す

よ
」
。
し
ば
ら
く
し
て
、
渋
い
顔
を
し
て

「
本
尊
修
復
の
際
に
胎
内
を
見
た
と
き
は

空
洞
に
な
っ
て
い
て
、
仏
さ
ん
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
お
庫
裏
さ

ん
が
教
え
て
く
れ
る
。
伝
説
の
仏
は
、
ど

こ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
分
か
ら
な
い
と

言
う
。

　

金
色
の
光
が
立
ち
昇
っ
た
と
言
わ
れ
る

池
は
、
村
絵
図
に
記
さ
れ
た
「
下
之
池
」

で
は
な
い
か
と
聞
い
た
の
で
、
次
に
池
に

向
か
う
こ
と
に
す
る
。

　

木
陰
に
入
る
と
、
風
は
さ
わ
や
か
な
秋

風
。
ツ
ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
の
鳴
き
声
が
響
く
。

「
お
お
し
い
つ
く
つ
く
」
と
聞
こ
え
ま
す

よ
ね
と
、
友
人
が
言
う
。「
そ
う
か
な
、
ち

く
ち
く
ぼ
う
し
と
聞
こ
え
る
け
ど
な
あ
」
。

た
わ
い
な
い
話
を
し
て
歩
を
進
め
る
。

（
「
広
辞
苑
」
に
は
七
月
末
か
ら
九
月
末
ま

で
「
お
お
し
い
つ
く
つ
く
」
と
鳴
く
と
あ

る
。
友
人
も
た
ま
に
は
ま
と
も
な
こ
と
を

言
う
。
少
し
見
直
し
た
。
）

　

次
回
へ
続
く
。

ハスが並ぶ弘誓院境内

卯之山村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

筆塚の石碑
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〈
前
編
か
ら
続
く
〉

　

下
之
池
に
着
く
。

お
お
し
い
つ
く
つ

く
？

と
セ
ミ
の
声
が
響
く
。

　

し
ば
ら
く
池
を
眺
め
る
。
友
人
が
「
今

日
は
白
ウ
サ
ギ
が
現
れ
て
、
私
た
ち
に
豪

華
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
運
ん
で
来
な
い
で
す
か

ね
」
と
真
剣
な
顔
を
し
て
私
に
言
う
。「
多

分
来
な
い
だ
ろ
う
ね
・
・
・
」
。
会
話
が
途

切
れ
る
。

　

池
の
ほ
と
り
に 
役
行
者 
の
石
像
が
ま
つ

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

ら
れ
る
。
昔
か
ら
こ
の
地
区
の
若
者
は
、

奈
良
県
の
大
峰
山
へ
山
岳
修
行
に
徒
歩
で

出
掛
け
た
こ
と
が
石
碑
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
匹
の
赤
ト
ン
ボ
が
石
碑
に
止
ま
り
羽
を

休
め
た
。
池
の
周
り
に
は
気
持
ち
よ
さ
そ

う
に
、
た
く
さ
ん
の
赤
ト
ン
ボ
が
飛
ん
で

い
る
。
再
び
二
人
で
池
を
ぼ
ん
や
り
と
眺

め
た
。

　

阿
久
比
ス
ポ
ー
ツ
村
の
方
へ
と
歩
く
。

一
回
り
し
て
、
雑
木
林
を
通
り
東
へ
向
か

う
。
途
中
の
畑
に
は
大
き
な
ト
ウ
ガ
ン
が

ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る
の
が
目
に
付
く
。
草

取
り
を
す
る
女
性
と
目
が
合
い
軽
く
会
釈

を
交
わ
す
。

　

舗
装
さ
れ
た
道
に
出
る
手
前
で

お
地

蔵
さ
ん

を
見
つ
け
る
。
石
像
の
地
蔵
で
、

背
後
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
三
角
の
屋
根
が

作
ら
れ
て
い
る
が
、
雨
風
は
し
の
げ
ず
、

野
ざ
ら
し
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
二
本
に
花
が
供
え
ら
れ
、
胴
体
は

布
が
巻
か
れ
て
い
る
。
い
が
栗
が
転
が
っ

て
い
た
の
で
拾
っ
て
供
え
る
。
一
人
ぼ
っ

ち
の

お
地
蔵
さ
ん

の
表
情
は
ど
こ
か
、

さ
み
し
そ
う
に
見
え
る
。（
後
に
地
元
の
人

に
聞
い
た
話
で
は
、
地
蔵
尊
に
は
「
右
く

さ
ぎ
み
ち
」
「
左
大
の
み
ち
」
と
刻
ま
れ
、

草
木
地
区
と
常
滑
市
の
大
野
へ
行
く
道
を

示
す
、
道
し
る
べ
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た
そ
う
だ
。
）

　

最
後
に
最
勝
寺
を
訪
れ
た
。
稗
之
宮
村

絵
図
を
歩
い
た
と
き
に 
轡 
井
戸
を
探
し
た
。

く
つ
わ

源
義
朝
の
家
臣
、
渋
谷
金
王
丸
が
馬
の
口

に
付
け
た
と
言
わ
れ
る
轡
を
保
管
し
て
い

る
寺
で
あ
る
。

　

野
間
で
殺
害
さ
れ
た
、
義
朝
の
首
を
取

り
返
そ
う
と
金
王
丸
は
京
に
向
か
う
が
、

馬
が
病
で
倒
れ
進
む
こ
と
が
出
来
な
く
な

る
。
轡
を
井
戸
で
洗
っ
て
「
古
見
堂
地
蔵
」

に
献
じ
る
と
、
馬
の
具
合
が
良
く
な
り
、

再
び
京
を
目
指
し
た
と
い
う
伝
説
が
残
る
。

「
古
見
堂
地
蔵
菩
薩
」
は
最
勝
寺
の
本
尊
。

境
内
西
の
本
堂
に
安
置
さ
れ
秘
仏
と
な
っ

て
い
る
。

　

建
物
の
中
に
た
く
さ
ん
の
柄
杓
が
積
ま

れ
て
い
る
。「
子
ど
も
の
か
ん
の
虫
封
じ
の

た
め
に
奉
納
す
る
柄
杓
で
す
。
口
伝
え
で

皆
さ
ん
が
祈
と
う
に
き
ま
す
よ
」
と
住
職

が
教
え
て
く
れ
た
。

　

「
か
ん
の
虫
封
じ
っ
て
何
で
す
か
」
と
友

人
が
尋
ね
て
き
た
の
で
、
私
は
「
腹
の
中

に
い
る
バ
イ
キ
ン
マ
ン
を
退
治
す
る
こ
と

だ
よ
」
と
笑
っ
て
答
え
た
。

「 かんの虫封じ 」のために積まれた柄杓（ 最勝寺境内）

卯之山村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

地蔵尊石像
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十
月
の
最
初
の
日
曜
日
、
草
木
村
絵
図

を
見
な
が
ら
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

　

天
候
は
あ
い
に
く
の
雨
。
頭
を
垂
れ
る

黄
金
色
の
稲
穂
に
、
雨
粒
が
い
っ
そ
う
の

重
み
を
加
え
て
い
る
。
田
ん
ぼ
の
土
手
に

は
彼
岸
花
が
咲
き
、
季
節
は
す
っ
か
り
秋
。

　

秋
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら
、
最
初
に
「
八

幡
森
」
と
記
さ
れ
た
場
所
を
訪
れ
た
。
現

在
こ
の
地
区
の
氏
神
に
当
た
る
八
幡
神
社

で
あ
る
。

　

こ
の
神
社
に
は
、
織
田
信
長
の
家
臣
前

田
利
家
が
桶
狭
間
の
合
戦
で
今
川
義
元
に

勝
利
し
た
後
、「
わ
が
身
の
運
が
良
か
っ
た

こ
と
の
お
礼
」
に
と
刀
一
本
と
幡
一
片
を

寄
進
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
ら
し
い
。

阿
久
比
の
地
に
は
、
歴
史
上
に
名
を
残
し

た
人
物
が
意
外
に
も
多
く
訪
れ
て
い
る
こ

と
に
驚
か
さ
れ
る
。

　

草
木
村
絵
図
に
は
三
つ
の
寺
が
記
さ
れ

て
い
る
。
阿
久
比
町
誌
村
絵
図
解
説
書
に

は
東
か
ら
正
盛
院
、
竜
光
寺
、
浄
土
寺
と

あ
る
。「
八
幡
森
」
の
近
く
に
記
さ
れ
て
い

る
「
寺
」
、
正
盛
院
を
訪
れ
る
。

　

山
門
を
く
ぐ
る
と
、
き
つ
い
匂
い
が
鼻

を
刺
激
す
る
。
右
手
に
は
立
派
な
イ
チ
ョ

ウ
の
木
。
葉
っ
ぱ
が
雨
と
と
も
に
空
か
ら

降
っ
て
く
る
。
「
こ
の
匂
い
、 

銀 
杏 
で
す
」

ぎ
ん 
な
ん

と
友
人
が
言
う
。
「
グ
チ
ャ
。
ジ
ャ
リ
ッ
」

と
音
が
響
く
。
私
が
何
か
踏
ん
だ
よ
う
だ
。

「
実
を
踏
ん
で
、
そ
の
中
の
銀
杏
の
殻
を

踏
ん
づ
け
た
音
で
す
よ
」
と
友
人
が
教
え

て
く
れ
る
。
私
は
今
ま
で
銀
杏
は
、
硬
い

殻
に
入
っ
た
実
が
木
か
ら
落
ち
て
く
る

も
の
だ
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
で

「
そ
れ
っ
て
い
つ
か
ら
」
と
聞
く
と
、

「
え
ぇ
。
・
・
・
」
。
友
人
は
不
思
議
な
顔

を
す
る
。

　

山
門
と
仁
王
像
は
町
指
定
文
化
財
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
は
、
正
盛
院
の
末
寺
で
あ
っ

た
竜
光
寺
に
あ
っ
た
が
、
明
治
十
五
年
、

竜
光
寺
が
廃
寺
と
な
っ
た
た
め
に
正
盛
院

に
移
さ
れ
る
。

　

山
門
と
仁
王
像
が
も
と
も
と
あ
っ
た
場

所
を
探
す
。
草
木
小
学
校
の
西
周
辺
を
歩

い
て
い
る
と
薬
師
堂
を
見
つ
け
る
。
雨
降

り
の
中
、
稲
刈
り
に
出
掛
け
る
と
い
う
お

ば
あ
さ
ん
に
出
会
え
た
の
で
、
話
を
聞
い

て
み
る
。「
こ
こ
に
あ
っ
た
山
門
や
仁
王
さ

ん
た
ち
は
正
盛
院
に
移
さ
れ
た
と
聞
く
よ
。

私
が
嫁
に
き
た
と
き
に
は
、
も
う
な
か
っ

た
よ
。
薬
師
堂
が
建
っ
て
い
る
場
所
に
古

い
お
寺
さ
ん
が
あ
っ
て
ね
、
昭
和
二
十
五

年
く
ら
い
ま
で
近
所
の
人
た
ち
が
集
ま
っ

て
、
芝
居
や
余
興
を
楽
し
ん
だ
よ
」
と
昔

を
懐
か
し
み
、
話
し
て
く
れ
る
。

　

別
れ
際
に
「
雨
の
中
、
お
仕
事
大
変
で

す
ね
」
と
声
を
掛
け
る
と
「
年
を
取
っ
て

も
働
け
る
う
ち
は
ね
」
と
笑
顔
で
私
た
ち

に
手
を
振
っ
て
く
れ
た
。

実
る
ほ
ど
頭
を
垂
れ
る
稲
穂
か
な

　

次
号
に
続
く
。

正盛院山門

草木村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

「 八幡森」と 記さ れている 現在の八幡神社
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前
編
で
は
、
草
木
村
絵
図
に
あ
る
三
つ

の
寺
の
う
ち
、
正
盛
院
と
竜
光
寺
跡
を
訪

れ
た
。
今
回
は
、
最
後
の
一
つ
浄
土
寺
と

草
木
城
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
を
探
し

に
ぶ
ら
り
旅
を
続
け
た
。

　

阿
久
比
町
誌
村
絵
図
解
説
書
に
、
浄
土

寺
は
「
正
盛
院
の
開
創
と
同
時
に
正
盛
院

末
寺
と
な
っ
た
が
、
明
治
二
十
年
（
一
八

八
七
）
に
は
南
知
多
町
豊
浜
小
佐
に
寺
を

移
し
て
廃
寺
と
な
り
、
跡
地
は
現
在
、
畑

と
な
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
村
絵
図
に
は

芳
池
川
沿
い
に
「
寺
」
の
表
記
が
あ
る
の

で
川
の
周
辺
を
歩
く
。

　

耕
運
機
で
稲
刈
り
の
終
わ
っ
た
田
を
耕

す
男
性
が
い
た
の
で
声
を
掛
け
て
、
浄
土

寺
の
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
る
。
西
の

方
を
指
差
し
て
「
家
の
後
ろ
に
ハ
ウ
ス
が

あ
る
だ
ろ
。
あ
の
辺
り
の
畑
が
寺
だ
っ
た

ら
し
い
よ
。
わ
し
ら
が
若
い
こ
ろ
に
は

若

衆
蔵

が
あ
っ
て
草
木
の
西
側
に
住
む
若

者
が
集
ま
っ
て
祭
り
太
鼓
の
練
習
や
芝
居

を
楽
し
ん
だ
な
あ
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

解
説
書
通
り
、
浄
土
寺
跡
地
は
畑
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
教

え
て
も
ら
っ
た
場
所
に
向
か
う
。

　

家
の
前
で
収
穫
し
た
ば
か
り
の
籾
を
、

天
日
干
し
す
る
お
ば
あ
さ
ん
が
い
た
の
で
、

再
び
寺
の
こ
と
を
尋
ね
る
。
先
ほ
ど
の
男

性
と
同
じ
話
が
返
っ
て
く
る
。
そ
の
場
所

を
案
内
し
て
も
ら
う
。

　

お
ば
あ
さ
ん
は
「
こ
の
辺
り
は
よ
く
マ

ム
シ
が
で
る
よ
。
昔
か
ら
捕
ま
え
て
い
た

癖
で
、
こ
こ
を
通
る
と
き
は
い
つ
も
下
を

向
い
て
歩
い
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
笑
い
な

が
ら
話
す
。
友
人
は
な
ぜ
か
私
の
後
ろ
を

歩
き
、
い
つ
も
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
て
い
る
顔
が

こ
わ
ば
り
、
口
数
が
少
な
く
な
る
。

　

現
場
は
畑
と
な
っ
て
い
る
。「
イ
モ
が
植

わ
っ
て
い
る
所
ま
で
蔵
だ
っ
た
か
な
あ
」

と
、
説
明
し
て
く
れ
る
。
寺
や
若
衆
蔵
が

あ
っ
た
と
い
う
形
跡
は
残
っ
て
い
な
い
。

　

最
後
に
草
木
城
跡
を
探
す
。
芳
池
南
の

小
高
い
丘
の
上
で
、
現
在
の
上
竹
林
、
下

竹
林
付
近
と
い
う
手
掛
か
り
を
も
と
に
歩

を
進
め
る
。

　

「
あ
の
竹
林
の
丘
、
あ
や
し
く
あ
り
ま
せ

ん
か
」
と
、
い
つ
も
の
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
た
顔

で
友
人
が
言
う
。
民
家
の
敷
地
を
通
ら
な

け
れ
ば
行
け
な
い
場
所
な
の
で
、
家
を
訪

ね
事
情
を
話
す
。「
皆
さ
ん
城
が
あ
っ
た
場

所
だ
と
言
っ
て
見
に
来
ま
す
よ
。
ど
う
ぞ

見
て
き
て
く
だ
さ
い
」
と
、
快
く
女
性
が

応
じ
て
く
れ
る
。

　

最
終
目
的
地
に
着
く
。
小
高
い
丘
か
ら

見
る
眺
め
は
絶
景
で
下
界
は
城
下
町
。
二

人
は
殿
様
に
な
っ
た
気
分
で
腰
に
手
を
当

て
、
し
ば
ら
く
高
笑
い
を
続
け
た
。

現在は畑と なっ ている浄土寺跡

草木村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

草木城跡だっ たと さ れる場所から 眺めた景色
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天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
描
か
れ

た
阿
久
比
村
十
六
カ
村
の
村
絵
図
を
見
な

が
ら
歩
く
シ
リ
ー
ズ
も
こ
れ
ま
で
十
五
カ

村
を
歩
き
、
残
す
は
白
沢
村
一
つ
と
な
っ

た
。
そ
の
白
沢
村
絵
図
を
見
な
が
ら
シ

リ
ー
ズ
最
後
の
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

　

菊
薫
る
秋
。
民
家
の
軒
先
に
は
丹
精
込

め
て
作
ら
れ
た
菊
の
鉢
が
並
ぶ
。
最
初
に

「
寶
安
寺
」
と
記
さ
れ
た
現
在
の
宝
安
寺

を
訪
れ
る
。
花
に
水
を
掛
け
る

お
庫
裡

さ
ん

に
声
を
掛
け
、
寺
に
ま
つ
わ
る
話

を
聞
く
。

　

町
指
定
文
化
財
「
円
空
仏
」
を
所
蔵
し

て
い
る
寺
で
も
あ
る
の
で
、
そ
の
仏
を
見

せ
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
円
空
仏
は
薬

師
如
来
で
あ
る
。「
十
一
月
八
日
は
薬
師
さ

ん
の
命
日
で
、
毎
年
前
日
に
餅
を
つ
い
て

お
供
え
を
し
ま
す
。
当
日
の
夜
、
地
区
の

人
た
ち
が
集
ま
り
、
お
参
り
を
し
た
後
に

餅
を
持
ち
帰
り
食
べ
る
と
、
一
年
間
健
康

に
暮
ら
せ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
よ
」
と

話
し
て
く
れ
な
が
ら
円
空
仏
が
安
置
さ
れ

て
い
る
場
所
ま
で
案
内
し
て
く
れ
る
。

　

厨
子
の
扉
は
開
か
れ
、
そ
の
中
に
は
仏

が
ふ
く
よ
か
な
顔
立
ち
で
、
に
っ
こ
り
と

ほ
ほ
笑
ん
で
膝
の
上
に
結
ん
だ
手
を
の
せ

て
座
っ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
寺
に
円
空
仏

が
あ
る
の
か
尋
ね
る
と
「
江
戸
時
代
、
円

空
が
旅
の
途
中
に
白
沢
村
の
庄
屋
さ
ん
の

家
に
泊
ま
り
、
貧
乏
僧
だ
っ
た
円
空
は
お

金
の
代
わ
り
に
仏
を
残
し
て
い
き
ま
し
た
。

庄
屋
さ
ん
が
自
分
の
家
で
は
成
仏
で
き
な

い
か
ら
寺
で
預
か
っ
て
ほ
し
い
と
持
っ
て

き
た
ら
し
い
で
す
」
と
説
明
し
て
く
れ
る
。

　

目
の
病
気
を
治
す
不
思
議
な
力
を
持
つ

薬
師
さ
ん

と
し
て
口
伝
え
に
広
が
り

参
拝
人
が
絶
え
な
い
と
の
こ
と
。
仏
頂
面

と
は
違
う
一
風
変
わ
っ
た
、
ど
こ
か
憎
め

な
い
円
空
仏
の
顔
を
し
ば
ら
く
眺
め
る
。

　

「
八
幡
宮
」
と
記
さ
れ
た
現
在
の
八
幡
社

に
行
き
、
最
後
に
「
天
神
」
と
記
さ
れ
た

現
在
の
北
原
天
神
を
訪
れ
た
。

　

北
原
天
神
は
、
天
暦
九
年
（
九
五
五
）

菅
原
道
真
公
を
祭
神
と
し
て
英
比
麿
住
居

跡
に
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

天
神
の
シ
ン
ボ
ル
「
牛
像
」
が
境
内
奥

に
ど
っ
し
り
と
構
え
て
い
る
。
今
さ
ら
賢

く
な
る
と
も
思
え
な
い
が
私
は
牛
の
頭
を

な
で
る
。
友
人
は
「
の
ど
が
痛
く
て
鼻
水

が
出
る
」
と
言
っ
て
、
牛
の
あ
ご
の
辺
り

を
ま
ん
べ
ん
な
く
な
で
回
し
、
鼻
の
穴
を

触
っ
て
い
た
。（
天
神
は
学
問
の
神
で
あ
る

は
ず
だ
が
・
・
・
。
）

　

今
回
で
「
村
絵
図
を
歩
く
」
の
連
載
を

終
了
し
ま
す
。
次
回
か
ら
は
「
伝
説
の
地

を
歩
く
」
を
連
載
し
ま
す
。

北原天神に建つ石碑

白沢村絵図（ 阿久比町誌資料編１ 村絵図解説書から ）

宝安寺所蔵の「 円空仏」


