
　

今
回
は
、
村
絵
図
に
描
か
れ
て
い
る

山
田
本
村
内
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

【
人
家
】

　

本
村
に
は
38
戸
の
人
家
が
描
か
れ
て

お
り
、
枝
村
の
茅か

や
は
ら原
の
４
戸
と
合
わ
せ

て
こ
の
村
絵
図
が
描
か
れ
た
当
時
の
山

田
村
の
人
家
は
44
戸
で
あ
っ
た
。
江
戸

時
代
の
山
田
村
の
戸
数
は
、
元
禄
期（
１

６
８
８
年
～
）か
ら
文
化
期（
１
８
０
４

年
～
）に
か
け
て
は
56
～
58
戸
で
推
移

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
絵
図
が
描
か
れ

た
こ
ろ（
１
８
３
０
年
ご
ろ
）の
山
田
村

は
人
口
が
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
時
期

は
、
度
重
な
る
台
風
・
大
雨
・
旱か

ん
ば
つ魃

な

ど
に
よ
っ
て
凶
作
と
な
り
、
田
畠
が
荒

廃
し
て
難
渋
し
て
い
る
と
古
文
書
に
記

録
さ
れ
て
い
る
。

【
本
村
の
道
】

　

絵
図
に
は
、
唐
津
街
道
と
本
村
内
の

人
家
を
取
り
囲
む
よ
う
に
道
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
こ
の
本
村
内
の
道
は
、
現

在
の
山
田
区
内
の
道
と
ほ
と
ん
ど
変

わ
っ
て
い
な
い
。
江
戸
時
代
に
お
け
る

道
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。

【
宝ほ

う
じ
ゅ
い
ん

樹
院
】

　

浄
土
宗
宝
樹
院
は
、
山
田
村
で
唯
一

の
寺
院
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
中
期
に
僧

弘こ
う
あ阿

誓せ
い
げ
ん源

大だ
い

和か
し
ょ
う尚

に
よ
り
開
山
さ
れ

た
。
福
岡
県
地
理
全
誌
に
よ
る
と
開
山

時
の
寺
は
、
村
の
南
１
町（
約
109
メ
ー
ト

ル
）の
方
に
あ
っ
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、

行ぎ
ょ
う
え
い永

妙み
ょ
う
せ
ん泉

比び

丘く

尼に

と
い
う
禅
尼
が
現
在

の
地
に
地
蔵
尊
像
を
安
置
し
て
宝
樹
院

弘
蔵
寺
と
し
た
。

　

今
日
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設

が
無
い
時
代
に
、
お
寺
の
本
堂
は
村
人

の
集
会
の
場
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。

【
氏う

じ
も
り
ぐ
う

森
宮
と
氏う

じ
も
り
は
ち
ま
ん
ぐ
う

守
八
幡
宮
】

　

絵
図
に
は
、
氏
森
宮（
現
在
の
氏
森

神
社
）と
氏
守
八
幡
宮（
１
９
２
３（
大

正
12
）年
に
氏
森
神
社
に
合ご

う
し祀
）が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
神
社
は
、
近

接
し
て
い
る
こ
と
と
同
音
で
あ
る
た
め

参
詣
者
に
戸
惑
い
が
起
き
て
い
た
。
氏

守
八
幡
宮
記
に
よ
る
と
、
氏
守
八
幡
宮

で
授
与
さ
れ
て
い
た
安
産
の
お
守
札
を
、

氏
森
宮
の
参
詣
者
に
も
授
与
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
、
１
８

７
２（
明
治
５
）年
に
氏
森
神
社
が
村

社（
氏
守
八
幡
宮
は
無
格
社
）に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
氏
森
神
社
が
安
産
の
神
様

と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

■
氏
森
宮
は
山
田
村
の
産う

ぶ
が
み
さ
ま

神
様
で
あ
る
。

創
建
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
山
田
森
明

神
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
の
記
録
も
あ
る
。

昔
は
、
祭
礼
は
11
月
10
日
で
、
里さ

と
か
ぐ
ら

神
楽

も
行
わ
れ
て
い
た
。
現
在
の
本
殿
は
明

治
28
年
に
再
建
さ
れ
て
い
る
。
流

な
が
れ
づ
く
り
造
の

妻つ
ま
か
ざ
り飾・
虹こ

う
り
ょ
う梁
蟇か

え
る

股ま
た
し
き式
と
い
わ
れ
る
神
社

建
築
様
式
で
、
明
治
時
代
の
神
社
建
築

の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

■
氏
守
八
幡
宮
は
福
岡
藩
の
家
老
黒く

ろ
だ田

美み
ま
さ
か作
一か

ず
な
り成
に
よ
っ
て
１
６
０
３（
慶
長

８
）年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
福
岡
藩

の
家
老
職
を
務
め
た
三み

な

ぎ
奈
木
黒
田
家
か

ら
代
々
崇す

う
は
い拝
さ
れ
て
き
た
。
火
災
な
ど

で
二
度
に
わ
た
り
消
失
し
た
が
そ
の
都

度
、
三
奈
木
黒
田
家
に
よ
り
再
建
さ
れ

た
。
現
在
は
、
１
８
０
４（
文
化
元
）年

に
再
建
さ
れ
た
神
殿
と
安
産
腰
掛
石
が

氏
森
神
社
の
裏
手
に
残
さ
れ
て
い
る
。

【
御
米
蔵
】

　

本
村
内
の
中
心
と
な
る
場
所
に
年
貢

米
の
倉
庫
で
あ
る
米
蔵
が
描
か
れ
て
い

る
。
収
納
さ
れ
た
年
貢
米
は
こ
こ
で
計

量
が
行
わ
れ
た
後
、
俵た

わ
ら
づ
め詰

さ
れ
て
芦
屋

ま
で
運
ば
れ
た
。
芦
屋
か
ら
は
船
積
み

さ
れ
て
若
松
ま
で
輸
送
さ
れ
、
大
阪
の

蔵く
ら
や
し
き

屋
敷
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
米
蔵
は
各

村
々
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
糠
塚
村
、

原
村
の
村
絵
図
に
も
描
か
れ
、
そ
の
場

所
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
豊ぶ

ぜ
ん
ぼ
う

前
坊
】

　

集
落
の
は
ず
れ
に
豊
前
坊
が
描
か
れ

て
い
る
。
英
彦
山
の
豊
前
坊
を
勧か

ん
じ
ょ
う請

し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
農
民
に
と
っ

て
大
切
な
牛
馬
の
安
全
や
五
穀
豊
穣
を

祈
願
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。

　
英
彦
山
の
修し

ゅ
げ
ん
じ
ゃ

験
者（
山
伏
）が
こ
の
地

に
止
ま
っ
て
布
教
活
動
を
行
っ
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
山
田
村
に
豊
前
坊
信

仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

村
絵
図
か
ら
復
元
す
る
江
戸
時
代
の
山
田
村
③
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