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三
十
五
年
前
、
思
い
が
け
ず
下
諏

訪
町
に
移
り
住
ん
だ
時
は
、
主
人
も

私
も
い
ず
れ
は
生
ま
れ
育
っ
た
町
に

戻
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
音
楽

（
器
楽
）
や
友
人
達
と
忙
し
い
日
々

を
送
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
下
諏
訪

町
に
住
む
と
い
う
こ
と
に
特
に
こ
だ

わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

合
唱
団
と
の
出
合
い

　

何
年
か
経
た
あ
る
日
、
合
唱
団
を

作
り
た
い
と
い
う
一
本
の
電
話
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
日
か
ら
私
の

生
活
の
中
に
合
唱
と
い
う
も
の
が
入

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
素
晴
ら
し

い
メ
ン
バ
ー
と
の
出
会
い
が
、
私
を

下
諏
訪
町
に
居
座
ら
せ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

六
月
十
九
日
、
し
も
す
わ
混
声
合

唱
団
は
第
八
回
定
期
演
奏
会
を
無
事

終
え
、
今
は
次
の
目
標
に
向
か
っ
て

練
習
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
い

先
日
ス
タ
ー
ト
し
た
と
思
っ
て
い
ま

し
た
の
に
、
も
う
十
六
年
も
経
っ
た

の
だ
と
思
う
と
感
慨
深
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
十
六
年
は
私
に
と
っ

て
、
た
く
さ
ん
の
曲
を
練
習
し
、
作

品
と
し
て
仕
上
げ
て
き
た
貴
重
な
時

間
で
し
た
。

　

毎
週
月
曜
日
の
夜
、
元
気
な
日
も
、

ち
ょ
っ
と
疲
れ
た
日
も
、
文
化
セ
ン

タ
ー
に
自
然
に
足
が
向
き
ま
す
。
保

坂
先
生
の
ご
指
導
の
も
と
に
、
運
動

と
発
声
練
習
を
し
て
歌
の
練
習
に
入

り
ま
す
。

　

歌
い
あ
げ
る
楽
し
さ

　

し
も
す
わ
混
声
合
唱
団
の
曲
目
構

成
は
、ミ
サ
曲
・
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
曲
・

組
曲
と
三
部
構
成
で
行
っ
て
お
り
ま

す
。
最
初
は
耳
慣
れ
な
い
ミ
サ
曲
に

戸
惑
い
ま
し
た
が
、
今
は
さ
わ
や
か

な
感
動
を
感
じ
な
が
ら
心
の
深
み
に

触
れ
よ
う
と
歌
っ
て
お
り
ま
す
。
組

曲
は
、
作
詩
・
作
曲
家
の
思
い
が
入

っ
た
大
き
な
作
品
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に

難
曲
な
が
ら
歌
い
あ
げ
る
楽
し
さ
が

あ
り
ま
す
。
楽
し
い
曲
も
入
れ
な
が

ら
の
練
習
が
終
わ
る
と
、
皆
さ
ん
笑

顔
で
家
に
帰
り
ま
す
。
大
き
な
声
で

思
い
き
り
歌
う
こ
と
、
ピ
ア
ニ
シ
モ

で
さ
さ
や
く
よ
う
に
歌
う
こ
と
、
何

気
な
く
歌
っ
て
い
る
曲
も
作
詩
・
作

曲
家
の
思
い
に
触
れ
る
と
、
ま
た
違

う
歌
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
保

坂
先
生
の
ご
指
導
に
よ
っ
て
、
歌
う

こ
と
の
楽
し
さ
、
難
し
さ
、
美
し
さ
、

そ
し
て
深
さ
を
掘
り
起
こ
さ
れ
、
再

び
難
曲
に
取
り
組
も
う
と
い
う
勇
気

と
気
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

歌
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
メ
ン
バ

ー
と
の
触
れ
合
い
を
大
切
に
し
な
が

ら
、
で
き
る
だ
け
長
く
、
し
も
す
わ

混
声
合
唱
団
に
居
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
地
を
終
の
住
処
と
し
て

　

下
諏
訪
町
に
は
、
歴
史
が
あ
り
、

文
学
が
あ
り
、
温
泉
が
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
数
々
の
出
会
い

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
を
終
の
住
処

と
さ
せ
て
く
れ
た
、
合
唱
団
や
温
か

な
下
諏
訪
町
の
友
人
た
ち
に
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。

西
弥
生
町
　
　
　
竹
沢
　
和
昭

合
唱
団
と
の
出
合
い

俳
句
で
風
土
を
詠
う

星
が
丘
　
　
　
岩
佐
　
と
し
子

　

地
元
に
し
っ
か
り
と
根
を
張
っ
て

い
る
俳
句
結
社
「
夏
爐
会
」
が
あ
り

ま
す
。
水
月
公
園
の
登
り
口
に
句
碑

が
建
っ
て
い
ま
す
。

み
ち
の
べ
や
早
苗
お
か
れ
し
あ
と
濡
れ
て

蕪
城

　

俳
句
誌
「
夏
廬
」
は
、
鳥
取
県
境

港
か
ら
闘
病
の
た
め
に
諏
訪
に
定
住

し
た
中
学
校
教
師
、
木
村
蕪
城
と
そ

の
仲
間
に
よ
り
、
昭
和
十
七
年
に
創

刊
、
戦
争
を
経
て
現
在
七
百
二
十
号

を
数
え
ま
す
。

　

夏
爐
会
で
は
毎
年
、
下
諏
訪
図
書

館
ま
つ
り
に
子
ど
も
俳
句
教
室
を
開

き
、
子
ど
も
の
感
性
豊
か
な
個
性
あ

る
作
品
を
短
冊
に
書
い
て
、
七
夕
竹

に
飾
っ
て
い
ま
す
。

　

夏
期
鍛
錬
会
に
て

　

六
月
の
夏
期
鍛
錬
会
に
は
、
世
界

遺
産
の
平
等
院
を
中
心
に
、
王
朝
貴

族
の
世
を
偲
び
、
二
日
間
の
楽
し
い

ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。
ま
た

宇
治
川
の
鵜
飼
い
も
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

宇
治
川
の
荒
き
流
れ
に
涼
み
け
り

舷
打
っ
て
女
鵜
匠
の
見
目
よ
か
れ

青
鷺
の
つ
ん
と
こ
ち
ら
を
見
て
を
り
ぬ

再
会
は
梅
雨
の
相
合
ひ
傘
の
内

道
元
の
坂
は
ゆ
る
や
か
滴
れ
り

大
童

　

ふ
だ
ん
の
吟
行
は
顔
見
知
り
ど
う

し
で
気
楽
に
楽
し
く
気
分
転
換
を
図

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
鍛
錬
会
と

も
な
る
と
、
全
国
か
ら
気
合
い
を
入

れ
た
面
々
が
集
ま
る
た
め
、
旧
交
を

温
め
つ
つ
も
程
良
い
緊
張
感
と
ラ
イ

バ
ル
意
識
も
働
き
、
あ
っ
と
驚
く
作

品
に
出
合
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

源
氏
物
語
の
宇
治
十
帖
を
読
み
、

下
調
べ
オ
ー
ケ
ー
と
勇
ん
で
出
か
け

た
私
で
す
が
、
あ
ま
り
役
に
は
立
ち

ま
せ
ん
で
し
た
。
風
土
に
浸
っ
て
風

土
を
詠
う
。
や
は
り
五
感
を
働
か
せ

て
写
生
に
徹
す
る
こ
と
が
、
大
切
の

よ
う
で
す
。
そ
の
う
え
で
、
人
生
観

や
平
安
時
代
の
華
や
か
な
匂
い
が
少

し
で
も
表
現
で
き
た
ら
す
ば
ら
し
い

と
思
い
ま
す
。

　

句
会
の
楽
し
さ

　

主
宰
や
互
選
に
よ
っ
て
採
ら
れ
な

か
っ
た
作
品
で
も
、
「
簡
単
に
は
捨

て
ず
に
、
あ
と
で
も
う
一
度
冷
静
に

な
っ
て
作
り
直
し
て
み
る
」
と
い
う

の
が
会
の
方
針
で
あ
り
、
私
も
大
切

に
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
思
い
が
け

ず
に
、
よ
い
作
品
が
で
き
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
俳
人
の
中
に
は
様
々
な
キ

ャ
リ
ア
の
方
が
お
り
、
そ
れ
ら
の
人

た
ち
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
得
た

り
生
き
方
を
学
ん
だ
り
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　
季
節
感
と
俳
句

　

俳
句
は
季
節
感
が
命
で
す
。
「
歳

時
記
は
、
日
本
人
の
感
覚
の
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
（
索
引
）
で
あ
る
」
と
は
、

詩
人
の
寺
田
寅
彦
の
言
葉
で
す
。
座

右
に
置
い
て
お
く
と
、
暦
の
代
わ
り

に
も
な
り
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
が

一
目
瞭
然
で
わ
か
り
ま
す
。

　
梶
の
葉
に
ぴ
ん
ぴ
ん
こ
ろ
り
願
ひ
け
り

草
間
時
彦

　

諏
訪
大
社
の
神
紋
『
梶
の
葉
』
は
、

古
く
は
七
夕
の
日
に
、
梶
の
葉
に
和

歌
を
書
く
習
慣
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま

す
。

　

人
生
を
達
観
し
た
句
に
出
合
い
ま

し
た
。
最
近
の
心
に
残
っ
た
一
句
で

す
。

（
雅
号　

大
童
）

〜 

し
も
す
わ
を
終
の
住
処
と
す
る 

〜

つ
い

す
み
か

う
た

し
の

な
つ  

ろ

し
た
た

ふ
な
ば
た


