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す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
飯
田

市
歴
史
研
究
所
と
は
？
」
を
見
る

と
、「
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を

目
指
し
て
、
地
域
の
歴
史
・
文
化

を
調
査
・
研
究
す
る
た
め
の
機
関

で
す
」
と
表
示
さ
れ
ま
す
。
こ
の

理
念
が
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

長
野
県
内
で
は
、
長
野
市
が
二

〇
〇
七
（
平
成
十
九
）
年
に
「
長

野
市
公
文
書
館
」
を
城
山
分
室
に
、

小
布
施
町
が
二
〇
一
三
（
平
成
二

十
五
）
年
に
「
小
布
施
町
文
書

館
」
を
旧
図
書
館
に
開
設
し
ま

し
た
。

　

近
年
、
公
文
書
館
法
や
情
報
公

開
法
・
公
文
書
管
理
法
が
制
定
さ

れ
、
市
町
村
で
も
公
文
書
を
厳
格

に
保
存
・
管
理
す
る
こ
と
が
も
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近

の
調
査
で
小
諸
市
に
か
か
わ
る
貴

重
な
古
文
書
が
膨
大
に
伝
来
し
て

い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
ら
の
古
文
書
の
中
に
は
、

市
が
保
管
し
な
い
と
散
逸
し
て
し

ま
い
か
ね
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
っ
た
ら
、
市
の
歴
史
を
後

世
へ
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

市
の
貴
重
な
古
文
書
・
公
文
書

を
保
管
し
、
歴
史
の
解
明
を
進
め

る
た
め
の
文
書
館
が
、「
歴
史
と

文
化
の
ま
ち
小
諸
市
」
に
も
必
要

で
は
な
い
か
と
い
う
声
を
聞
く
こ

と
が
、
最
近
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
古
文
書
の
保
管
に
困
っ

て
お
ら
れ
る
方
は
、
ど
う
ぞ
郷
土

博
物
館
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
飯
田
市
・
国
立
公
文
書
館
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
、
飯
田
市
歴
史
研
究

所
紀
要
を
参
照
し
た
。）

で
、
耐
震
・
耐
火
性
に
す
ぐ
れ
て

い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
。
加

え
て
「
歴
史
的
公
文
書
や
史
料
を

研
究
・
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

閲
覧
ス
ペ
ー
ス
や
講
義
室
等
の
機

能
を
充
実
さ
せ
、
小
中
学
生
か
ら

高
齢
者
ま
で
、
す
べ
て
の
市
民
が

よ
り
利
用
し
や
す
い
、
人
と
情
報

の
交
流
拠
点
と
な
る
施
設
を
目
指

す
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
す

ば
ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

文
書
館
と
は
名
の
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
二
〇
〇
三
（
平
成
十
五
）

年
に
開
設
さ
れ
た
「
飯
田
市
歴
史

研
究
所
」
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ

こ
も
見
学
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
「
市
制
七
十
周
年
に
向
け
て
、

当
初
は
市
誌
編
さ
ん
事
業
を
企
画

し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
単
に
冊
子

の
刊
行
だ
け
を
目
的
と
せ
ず
、
市

の
恒
久
的
な
文
化
事
業
の
一
環
と

し
て
、
地
域
の
歴
史
・
文
化
を
調

査
・
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
現
在

そ
し
て
未
来
の
市
民
に
還
元
し
よ

う
と
す
る
『
総
合
的
か
つ
恒
常
的

地
域
史
研
究
事
業
』
方
針
」
の
も

と
に
、
飯
田
市
歴
史
研
究
所
を
上

郷
自
治
振
興
セ
ン
タ
ー
の
二
階
・

三
階
に
開
設
し
た
の
で
し
た
。

　

こ
こ
で
も
、
古
文
書
・
公
文
書

の
収
集
・
保
管
、
整
理
・
研
究
、

そ
し
て
そ
の
成
果
を
市
民
に
還
元

す
る
講
座
や
講
演
会
、
出
版
な
ど

が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
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古
文
書
に
か
か
わ
る
昨
年
の
長

野
県
内
に
お
け
る
最
大
の
ニ
ュ
ー

ス
は
、「
松
本
市
文
書
館
」
が
新

築
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
過
日
見
学
に
行
っ
て
き
ま
し

た
の
で
、
少
し
紹
介
し
ま
す
。

　

同
館
は
、
松
本
市
史
編
さ
ん
事

業
の
過
程
で
収
集
さ
れ
た
史
資
料

と
、
公
文
書
を
「
市
民
」
と
「
将

来
の
市
民
」
に
伝
え
る
た
め
、
一

九
九
八
（
平
成
十
）
年
に
旧
芝
沢

支
所
・
公
民
館
に
開
設
さ
れ
ま
し

た
（
県
内
初
の
市
町
村
文
書
館
）。

　

そ
の
建
物
が
老
朽
化
し
、
か
つ

手
狭
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
昨
年
、

松
本
市
第
二
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

跡
地
（
鎌
田
地
区
）
に
新
築
し
た

そ
う
で
す
。
市
町
村
財
政
の
き
び

し
い
お
り
に
新
築
す
る
と
は
、
さ

す
が
「
学
都
」
を
誇
る
松
本
市
だ

な
ぁ
と
思
わ
さ
れ
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
旧
館
に
耐
震
化
工
事
な
ど

を
施
す
場
合
と
、
新
築
す
る
場
合

の
費
用
、
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ

ト
な
ど
を
検
討
し
た
結
果
、
新
築

を
選
ん
だ
と
の
こ
と
で
す
が
。

　

新
築
で
す
か
ら
、
施
設
も
立
派

 
 

田
沼　
　

邦
夫

 

目
標
を

 

決
め
る
と
い
う
の
は

 

最
上
の
喜
び

 

コ
ー
ヒ
ー
を
含
ん
で
は

 

攻
め
方
を
練
っ
て
い
く

 
 

高
橋　

由
紀
子

 

過
ぎ
て
か
ら

 

知
る
こ
と
ば
か
り
だ

 

親
の
気
持
ち
や

 

豊
か
な
お
正
月
の

 

出
来
事
な
ど

 
 

柳
澤　

由
美
子

 

区
内
放
送
の

 

夫
の
声
に

 

飼
い
犬
が

 

ウ
ォ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ン
と

 
反
応
す
る

 
 

菊
地　
　

英
之

 

古
び
た
ペ
ン
先
か
ら

 

溶
け
た
イ
ン
ク
が

 

浸
し
た
水
を
染
め
て
い
く

 

青
い
吹
き
出
し
の
よ
う
な

 

父
の
つ
ぶ
や
き

 
 

大
池　
　

佳
子

 「
大
き
く
な
っ
て
も

 

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
遊
ん
で
ね
」

 「
う
ん
、
い
い
よ
」

 

薫
風
を
ま
と
っ
た
よ
う
な

 

心
地
良
さ

 
 

甘
利　
　

滋
子

 

一
日
一
日
が
早
い

 

何
か
急せ

か
さ
れ
る
感
じ

 

し
か
し
今

 

幸
せ
な
の
で
は
な
い
か

 

い
つ
か
回
想
す
る
日
が
く
る

こ
も
ろ
五
行
歌
の
会




