
村
澤
武
夫
編
の
『
飯
田

の
今
昔
家
並
帳
』（
光
文
堂

版

昭
和
２９
年
）
に
は
宝

暦
２
年（
１
７
５
２
）か
ら

寛
政
９
年（
１
７
９
１
）・

天
保
２
年（
１
８
３
１
）・

明
治
２３
年（
１
８
９
０
）・

昭
和
２０
年
頃
（
大
火
前
・

１
９
４
７
）
の
旧
飯
田
市

街
地
の
家
並
が
史
料
と
聞

き
取
り
か
ら
記
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
杉
本
愛
一

発
行
の
昭
和
５
年
の
「
飯

田
市
街
商
工
業
案
内
図
」

を
重
ね
て
み
る
と
、
江
戸

後
期
か
ら
終
戦
頃
ま
で
の

お
お
ま
か
な
飯
田
市
街
の

家
並
の
変
遷
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。

上
記
を
見
る
と
、
宝
暦

２
年
か
ら
箕
瀬
側
の
知
久

町
３
丁
目
角
に
は
「
綿
屋

與
兵
衛
」
も
し
く
は
「
樋

口
与
兵
衛
」「
樋
口
与
平
」

ば
か
り
か
他
に
も
「
樋
口

扣
」
な
ど
樋
口
の
所
有
が

記
録
さ
れ
て
い
る
場
所
が

数
多
く
見
ら
れ
る
。
松
岡

耿
介
が
「
増
補
新
訂
版
」

と
し
て
出
版
し
た
『
竹
枝

町
巷
談
』（
平
成
９
年
）
の

注
釈
に
は
「
祖
は
木
曽
の

樋
口
氏
で
清
和
源
氏
の
流

れ
と
あ
り
、
伊
賀
良
三
日

市
場
に
樋
の
口
と
い
う
地

籍
が
今
も
残
り
、
木
曽
よ

り
移
り
住
ん
で
い
た
。
そ

こ
に
同
族
の
氏
神
様
も
あ

る
。
堀
侯
の
享
保
年
間

（
十
八
世
紀
）
に
知
久
町

に
移
り
綿
屋
與
兵
衛
（
樋

口
）
と
代
々
名
乗
っ
て
い

た
」
と
あ
る
が
、
伊
賀
良

三
日
市
場
「
樋
の
口
と
い

う
地
籍
」
に
氏
神
は
現
在

み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し

『
飯
田
の
今
昔
家
並
帳
』

を
み
る
限
り
、
宝
暦
２
年

に
は
す
で
に
後
に
樋
口
を

名
乗
る
與
兵
衛
は
知
久
町

に
居
住
し
て
い
た
よ
う

だ
。父

藤
治
郎
の
死
去
（
大

正
６
年
）
に
続
き
、
祖
父

與
平
（
大
正
１２
年
）
が
没

し
、
さ
ら
に
は
伯
父
で
、

樋
口
家
の
嫡
子
・
衆
議
院

議
員
龍
峽
樋
口
秀
雄
の
在

職
死
去
（
昭
和
４
）
と
不

幸
が
重
な
り
、
郷
里
に
あ

っ
て
そ
の
財
産
を
管
理
し

て
い
た
龍
峽
の
姉
い
し

（
日
夏
耿
之
介
の
母
）
も

昭
和
５
年
に
は
郷
里
の
家

屋
敷
財
産
を
処
分
し
上
京

し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
大
火
前
の
家
並
帳

に
樋
口
与
平
の
記
載
が
あ

る
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と

も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
ち
な
み
に
昭
和

５
年
の
「
飯
田
市
街
商
工

業
案
内
図
」
で
は
日
夏
家

は
「
民
政
倶
楽
部
」
の
記

載
に
な
っ
て
い
る
。
な
ま

な
ま
し
い
現
実
だ
。

け
れ
ど
も
、
樋
口
家
が

江
戸
中
期
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
、
知
久
三
（
飯

田
知
久
町
三
丁
目
）
の
名

家
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い

よ
う
の
な
い
こ
と
で
、
嘉

永
４
年
（
１
８
５
１
）
に

樋
口
家
の
菩
提
寺
で
あ
る

柏
心
寺
の
本
尊
阿
弥
陀
如

来
の
天
蓋
が
「
樋
口
祖
先

代
々
施
主
」
に
よ
っ
て
寄

進
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の

証
左
で
あ
る
。『
柏
心
寺

史
』
本
文
に
は
「
樋
口
與

右
衛
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ

た
」
と
あ
る
が
、
掲
載
さ

れ
た
写
真
を
よ
く
み
る
と

「
樋
口
與
右
衛
」
の

「
右
」
の
部
分
が
欠
損
し

て
い
て
解
読
で
き
な
い
。

併
記
さ
れ
た
写
真
の
法
名

「
謙
誉
■
道
居
士
」
を
手

掛
か
り
に
、
小
林
郊
人
著

『
後
藤
三
右
衛
門
』
の
樋

口
家
系
図
を
捜
す
と
、
嘉

永
３
年
に
没
し
た
法
名

「
謙
誉
教
道
居
士
」
に
行

き
当
た
る
。
こ
れ
は
６
代

與
兵
衛
す
な
わ
ち
日
夏
の

曽
祖
父
に
あ
た
る
樋
口
光

寧
の
こ
と
で
あ
る
。『
柏
心

寺
史
』
の
執
筆
者
の
誤
読

で
あ
る
。

こ
ん
な
話
を
し
て
い
る

と
、
知
人
が
旧
太
宰
楼
蔵

品
を
所
持
し
て
お
り
、
そ

じ
ゅ
う
き

の
什
器
の
「
箱
に
樋
口
家

の
名
前
が
あ
る
」
と
い
う

の
で
、
早
速
見
せ
て
い
た

だ
い
た
。
飯
田
中
央
通
り

に
あ
っ
た
太
宰
春
臺
ち
な

み
の
太
宰
松
と
名
料
亭
太

宰
楼
は
昭
和
２２
年
の
大
火

で
焼
け
、
再
建
さ
れ
、
浜

名
湖
に
支
店
ま
で
あ
っ
た

も
の
の
、
ユ

ニ
ー
進
出
に

あ
た
っ
て
中

央
通
り
か
ら

撤
退
、
諏
訪

町
で
小
さ
な

割
烹
を
続
け

て
い
た
が
平

成
に
な
っ
て

廃
業
し
た
。

知
人
が
手

に
入
れ
た
旧

蔵
品
の
中
に
は
、
焼
け
た

太
宰
松
の
材
で
鈴
木
不
倒

が
刻
ん
だ
と
思
わ
れ
る
春

臺
主
人
と
銘
あ
ざ
や
か
な

篆
刻
額
や
鈴
木
春
信
や
福

与
悦
夫
な
ど
の
絵
画
に
混

じ
っ
て
、
犬
養
木
堂
の
書

な
ど
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

が
再
び
日
の
目
を
み
な
い

ま
ま
消
え
去
っ
て
し
ま
う

の
も
悲
し
い
こ
と
だ
が
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
く

だ
ん
の
什
器
の
箱
蓋
に
は

確
か
に
「
貳
拾
人
前
入

惣
朱
金
様
丸
盆

知
久
三

樋
口
氏
」
と
あ
る
が
、

他
の
箱
の
よ
う
に
「
明
治

三
十
三
年
」
な
ど
と
年
代

が
入
っ
て
い
な
い
の
で
、

い
つ
の
も
の
か
不
詳
だ

が
、
樋
口
家
の
上
記
の
経

緯
か
ら
考
え
れ
ば
戦
前
の

も
の
、
す
な
わ
ち
、
太
宰

楼
が
大
火
の
難
に
遭
遇
す

る
前
の
も
の
で
は
な
い

か
。「
知
久
三
の
樋
口
」
と

い
え
ば
太
宰
楼
の
上
得
意

だ
っ
た
の
で
、
こ
う
し
た

樋
口
家
に
配
達
用
の
什
器

が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
尾
羽
打
ち

枯
ら
し
て
上
京
し
た
樋
口

家
だ
っ
た
が
、
昭
和
１４
年

に
日
夏
が
早
稲
田
の
教
授

に
就
任
し
、
法
事
の
た
め

１０
年
ぶ
り
に
故
郷
を
訪
れ

た
彼
が
早
速
口
に
し
た
も

の
は
飯
田
名
物
・
太
宰
楼

の
鰻
だ
っ
た
。
お
か
げ
で

堆
朱
の
湯
浅
光
悦
宅
で
出

さ
れ
た
少
し
早
め
の
夕
食

に
は
手
が
出
せ
な
か
っ
た

の
で
あ
っ
た
。「
実
は
宿
を

出
る
時
飯
田
の
名
物
太
宰

楼
の
鰻
で
ひ
る
飯
を
食
べ

て
来
た
ば
か
り
の
処
な
の

で
、
義
理
に
も
咽
に
這
入

ら
な
い
」
と
恐
縮
す
る
黄

眠
先
生
で
あ
っ
た（「
堆
朱

翁
の
家
」）。
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太
宰
楼
に
預
け
て
あ
っ
た
樋
口
家
什
器
岡
持
の
蓋

�
�
�
�
�
�
�
�	



�
�

�
�
�

嶋

不

濁


