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飯
能
の
中
沢
と
い
う
地
区
の
平
沼
氏
の
宅
内
に
、
珍
し
い
木
彫
り
の
三
体
の
鍛
冶
人
形

と
そ
れ
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
座
っ
て
い
る
金
屋
子
（
天
目
一
箇
）
神
の
人
形
を
祀
っ
た
、
立
派

な
金
山
様
（
鍛
冶
屋
神
）
の
祠
が
あ
る
。
金
山
様
と
は
、
「
古
事
記
』
や
『
日
本
書
記
」
に
出
て

来
る
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
交
合
し
て
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
様
々
な

事
物
や
事
象
に
関
す
る
神
々
を
産
み
出
し
た
最
後
に
、
火
の
神
・
迦
具
土
（
カ
グ
ツ
チ
）
を
産

ん
で
、
そ
の
火
に
自
分
の
陰
部
（
ホ
ト
）
を
焼
か
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ

の
時
苦
し
ん
で
吐
い
た
吐
潟
物
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、
金
属
の
精
錬
や
鍛
造
に
関
わ
る
神
で

あ
る
金
山
彦
・
金
山
姫
の
二
神
の
総
称
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
金
山
様
の
祭
礼
（大
祭
）
が
、
旧

暦
の
７
月
７
日
、
新
暦
で
は
一
月
遅
れ
の
８
月
７
日
に
行
わ
れ
る
と
の
こ
と
で
、
中
沢
の
平

沼
宅
を
訪
ね
て
い
っ
た
。 

 

旧
暦
の
７
月
７
日
の
七
夕
の
日
に
祭
礼
を
行
う
の
は
、
古
代
に
お
い
て
は
、
地
中
の
埋
蔵

物
の
金
属
は
夜
空
で
金
属
の
よ
う
に
キ
ラ
キ
ラ
と
光
り
輝
い
て
い
る
星
々
が
降
っ
て
来
て
地

中
で
育
っ
た
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
山
師
（
鉱
山
師
）
や
製
鉄
業
に
携
わ
る
人
達
は
、
妙

見
様
（
北
極
星
）
や
虚
空
蔵
菩
薩
（
金
星
）
を
自
分
達
の
神
と
し
て
崇
め
て
い
た
の
で
あ
る
生

憎
、
家
入
が
留
守
で
あ
っ
た
の
で
、
今
度
で
二
度
目
に
な
る
の
だ
が
、
祠
の
あ
る
裏
手
に
回
っ
て

祈
り
を
捧
げ
た
後
、
祠
と
祠
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
鍛
冶
人
形
と
金
山
様
の
人
形
を
、
し

み
じ
み
と
拝
見
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。 

 

三
体
の
半
身
裸
の
鍛
冶
人
形
の
内
、
前
面
の
左
側
の
赤
く
彩
色
さ
れ
た
村
下
（
親
方
）
ら

し
く
見
え
る
一
体
の
人
形
は
鉄
鋏
で
挟
ん
だ
鉄
塊
を
赤
々
と
燃
え
る
火
床
に
入
れ
て
熱
し

よ
う
と
し
て
い
て
、
そ
の
右
側
の
青
く
彩
色
さ
れ
た
弟
子
と
思
わ
れ
る
一
体
の
人
形
は
そ
の

鉄
塊
を
打
つ
大
槌
を
持
っ
て
横
で
待
機
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
い
る
も
う
一
体
の
桃

色
に
彩
色
さ
れ
た
人
形
は
直
方
体
の
黒
く
塗
ら
れ
た
大
き
な
箱
形
の
輸
（
フ
イ
ゴ
）
の
ビ
ス
ト

ン
の
柄
を
押
し
て
炭
火
を
熾
す
た
め
の
風
を
送
り
込
も
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
見
守
る
よ
う
に
、
台
座
の
よ
う
な
も
の
の
上
に
渡
さ
れ
た
床
の
上

に
、
宝
珠
を
抱
え
た
赤
い
袈
裟
の
よ
う
な
も
の
を
掛
け
結
珈
欧
坐
し
た
金
山
姫
を
思
わ
せ

る
人
形
（
こ
の
人
形
は
顔
が
白
く
彩
色
さ
れ
髪
を
御
垂
髪
―
お
す
べ
ら
か
し
に
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
女
性
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
）が
鎮
座
し
て
い
る
。 

 



こ
の
祠
か
ら
発
見
さ
れ
た
明
和
七
（一
七
七
〇
）年
と
天
明
八
（一
七
八
八
）
年
に
二
枚
の

本
板
に
記
さ
れ
た
由
緒
書
き
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
鍛
冶
屋
様
を
象
っ
た
人
形
は
、
元
々
は

平
安
時
代
末
期
の
天
永
二
（
一
一
一
一
）
年
に
御
神
体
と
し
て
描
か
れ
た
絵
像
が
歳
月
の

経
過
に
よ
っ
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
つ
た
た
め
に
、
江
戸
時
代
の
明
和
七
年
に
裏
打
ち
を
し

て
補
修
を
図
っ
た
が
、
天
明
八
年
に
そ
れ
ら
を
絵
像
に
基
づ
い
て
新
た
な
木
像
に
刻
ん
で
奉

納
し
た
も
の
が
、
現
在
ま
で
鍛
冶
屋
様
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
解
る
の
で

あ
る
。 

 

こ
の
絵
像
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
鍛
冶
人
形
と
比
較
し
て
、
近
郊
の
上
名
栗
の
地
の

池
田
家
に
伝
来
し
て
来
た
数
百
年
も
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る｢

鍛
冶
絵
像｣

に
、

か
な
り
近
似
し
て
い
た
様
相
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 
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