
 

 

 

 

諏
訪
社
に
残
る
直
友
さ
ん
の
意
志 

 

江
戸
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
日
本
が
欧
米

諸
国
の
植
民
地
化
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
中
、

当
時
の
佐
良
志
奈
神
社
宮
司
の
豊
城
直
友
さ

ん
が
「
更
級
と
は
何
か
」
を
懸
命
に
考
え
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
シ
リ
ổ
ズ
三

回
目
で
紹
介
し
ま
し
た
。 

そ
の
直
友
さ
ん
の
更
級
へ
の
思
い
入
れ
を

う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
境
内
に
あ
り
ま
し
た
。

諏
訪
社
の
祠

ほ
こ
ら

で
す
。
本
殿
の
後
ろ
、
た
く
さ

ん
あ
る
分
社
の
中
の
一
つ
で
す
。

こ
の
祠
は
、
裏
面
の
刻
字
を
み
る

と
、
直
友
さ
ん
が
幕
末
の
嘉
永
七

年
(
一
八
五
四
)
に
建
立
し
た
も

の
で
す
。
台
座
に
は
「
更
級
里
若

宮
村
」と
彫
ら
れ
て
い
ま
し
た(
写

真
左
)。「
更
級
郡
」で
は
な
く「
更

級
里
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
強
烈
な

更
級
意
識
を
感
じ
ま
す
。 

 

▽
江
戸
時
代
か
ら
の
御
柱 

 

諏
訪
社
は
若
宮
、
芝
原
、
黒
彦

地
区
(
い
ず
れ
も
現
千
曲
市
)
生

ま
れ
の
人
に
と
ỵ
て
は
な
じ
み
が

深
い
も
の
で
す
。
御
柱
で
す
。
七

年
目
毎
に
氏
子
で
あ
る
こ
の
三
地

区
の
小
学
生
や
保
育
園
児
と
そ
の

保
護
者
た
ち
が
春
先
、
山
か
ら
切

り
出
し
た
松
を
引
ỵ
張
ỵ
て
諏
訪

社
の
両
脇
に
建
て
る
も
の
で
す
。

右
の
写
真
は
前
回
、
二
〇
〇
四
年

の
四
月
十
日
、
御
柱
を
立
ち
上
げ

る
と
き
の
様
子
で
す
。 

切
り
出
す
御
柱
は
、
芝
原
と
若

宮
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
、
山
林
所

有
者
の
方
か
ら
提
供
し
て
も
ら
ỵ

て
い
ま
す
。
七
年
に
一
度
で
す
か

ら
、
実
際
に
引
け
る
の
は
、
運
が

良
く
て
二
度
、
大
半
の
人
は
一
度

だ
け
で
し
Ỹ
う
。
私
も
小
学
生
の

と
き
引
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
引
き
な

が
ら
景
気
づ
け
に
歌
う
木
遣
り
も
ま
た
な
か

な
か
楽
し
い
文
句
と
節
で
す
。 

佐
良
志
奈
神
社
の
御
柱
祭
が
い
つ
始
ま
ỵ

た
か
に
つ
い
て
記
録
し
た
文
書
は
な
い
の
で

す
が
、
直
友
さ
ん
が
諏
訪
社
を
建
て
た
江
戸

幕
末
ま
で
は
遡
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
す
。 

裏
面
の
刻
字
の
冒
頭
に
は
「
再
建
」
と
あ

り
ま
す
か
ら
、
直
友
さ
ん
が
古
く
な
ỵ
た
社

を
仕
立
て
直
し
て
奉
納
し
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
し
て
台
座
に
あ
る
「
更
級
里
」
の

文
字
は
、
直
友
さ
ん
が
残
し
た
日
記
の
筆
跡

と
同
じ
も
の
で
す
。「
更
級
里
」
と
石
に
刻
ん

だ
直
友
さ
ん
の
思
い
は
ど
ん
な
も
の
だ
ỵ
た

の
で
し
Ỹ
う
か
。 

▽
延
喜
式
内
社 

嘉
永
七
年
は
直
友
さ
ん
が
三
十
九
歳
、
油

の
乗
り
切
ỵ
た
こ
ろ
で
す
。「
戸
倉
町
の
歴
史

年
表
」
な
ど
で
直
友
さ
ん
が
諏
訪
社
を
奉
納

す
る
に
至
る
背
景
を
推
測
し
て
み
ま
す
。 

天
保
七
年
(
一
八
三
六
)、
直
友
さ
ん
が
二

十
一
歳
の
と
き
、
近
隣
の
八
幡
村
(
現
千
曲

市
)
の
八
幡
宮
が
延
喜
式
内
社

え
ん
ぎ
し
き
な
い
し
Ỷ

の
「
武 た

け

水 み
ず

別 わ
け

神
社

じ
ん
じ
Ỷ

」
の
社
号
を
公
式
に
名
乗
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
延
喜
式

え
ん
ぎ
し
き

と
は
平
安
時
代
の
各
地

の
神
社
名
を
記
し
た
公
文
書
の
こ
と
で
、
延

喜
式
内
社
と
は
朝
廷
に
認
め
ら
れ
た
由
緒
あ

る
神
社
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。 

「
佐
良
志
奈
神
社
」
と
い
う
社
号
も
延
喜

式
内
社
の
一
つ
で
す
が
、
最
初
か
ら
対
外
的

に
そ
う
名
乗
ỵ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う

で
す
。戸
倉
町
誌
に
よ
る
と
、元
禄
十
年(
一

六
九
七
)
に
松
代
藩
が
調
査
し
た
「
堂
宮
御

改
帳
」
で
は
八
幡
宮
と
称
し
て
い
ま
す
が
、

宝
暦
六
年
(
一
七
五
六
)
の
「
神
社
書
上
」

で
は
佐
良
志
奈
神
社
八
幡
宮
と
な
ỵ
て
い
る

そ
う
で
す
。
そ
し
て
町
誌
は
「
お
そ
ら
く
こ

の
間
に
古
昔
の
延
喜
式
に
載
る
佐
良
志
奈
神

社
を
追
慕
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
名
に
な
ỵ

た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
察
し
て
い
ま
す
。 

豊
城
家
の
古
文
書
目
録
で
も
。
佐
良
志
奈

神
社
と
文
書
に
記
す
よ
う
に
な
る
の
は
一
七

〇
〇
年
代
半
ば
ぐ
ら
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま

で
は
八
幡
宮
で
す
。

後
半
に
な
る
と
、

八
幡
宮
と
佐
良
志

奈
神
社
双
方
が
登

場
し
、
一
八
〇
〇

年
代
、
直
友
さ
ん

の
生
ま
れ
た
一
八

一
五
年
以
降
は
す

べ
て
佐
良
志
奈
神

社
で
す
。 

そ
し
て
直
友
さ

ん
を
し
て
強
烈
に

自
分
の
神
社
の
社

号
を
意
識
さ
せ
る

き
ỵ
か
け
に
な
ỵ

た
の
が
、
嘉
永
六

年
(
一
八
五
三
)、

開
国
を
迫
る
米
国

の
ペ
リ
ổ
の
浦
賀

来
航
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
翌
年
に
直
友
さ
ん
は
諏
訪
社
を
再
建
奉

納
し
て
い
る
の
で
す
。
当
時
は
、
古
典
を
ひ

も
解
い
て
日
本
の
独
自
性
を
探
求
す
る
国
学

が
盛
ん
で
し
た
の
で
、
直
友
さ
ん
も
日
本
と

い
う
国
に
お
け
る
自
分
の
神
社
の
独
自
性
に

つ
い
て
、
い
や
お
う
な
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た

で
し
Ỹ
う
。 

▽
受
け
継
が
れ
た
執
念 

直
友
さ
ん
は
諏
訪
社
再
建
の
七
年
後
の
文

久
元
年
(
一
八
六
一
)
に
は
、「
佐
良
志
奈
神

社
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
た
社
標
を
境
内
の
入

り
口
に
建
立
し
ま
す
。
文
字
は
倒
幕
の
中
心

勢
力
の
一
人
で
あ
ỵ
た
公
家
の
正
親
町

お
お
ぎ
ま
ち

三
条

さ
ん
じ
Ỹ
う

実 さ
ね

愛 な
る

さ
ん
に

書
い
て
も
ら
ỵ
た
も

の
だ
そ
う
で
す
。 

諏
訪
社
の
「
更
級

里
」
と
社
標
の
「
佐

良
志
奈
神
社
」。直
友

さ
ん
は
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
自
分
が

仕
え
る
神
社
と
当
地

が
「
更
級
」
で
あ
る

こ
と
を
、
地
域
内
外

に
ア
ピ
ổ
ル
す
る
仕
事
に
取
り
組
ん
だ
と
言

え
ま
す
。 

直
友
さ
ん
は
明
治
維
新
後
、
ま
も
な
く
の

十
二
年
(
一
八
七
九
)
に
亡
く
な
り
ま
す
。

六
十
七
歳
で
し
た
。
ま
だ
、
維
新
の
成
果
が

ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
段
階
で
す
か
ら
、

本
人
も
心
配
だ
ỵ
た
で
し
Ỹ
う
。
そ
の
遺
志

を
受
け
継
い
だ
の
が
直
友
さ
ん
の
⾧
男
、
豊

雄
さ
ん
で
す
。 

豊
雄
さ
ん
に
つ
い
て
は
十
四
回
目
で
触
れ

た
よ
う
に
、
更
級
村
初
代
村
⾧
の
塚
田
小
右

衛
門
(
雅
丈
)
さ
ん
と
と
も
に
更
級
村
と
い

う
村
名
を
誕
生
さ
せ
る
た
め
の
理
論
家
、
運

動
家
と
し
て
活
躍
し
、
直
友
さ
ん
の
思
い
を

果
た
し
た
と
言
え
ま
す
。
古
来
、
歌
に
詠
ま

れ
て
き
た
姨
捨
山
は
冠
着
山
で
あ
る
こ
と
を

論
証
し
よ
う
と
し
た
豊
雄
さ
ん
の
「
姨
捨
山

所
在
考
」
は
一
つ
の
集
大
成
で
す
。 

「
更
級
宣
言
」
と
言
ỵ
て
も
い
い
諏
訪
社

の
「
更
級
里
」
の
刻
字
。
残
念
な
が
ら
、
諏

訪
社
の
祠
は
風
化
と
崩
壊
が
激
し
く
、
二
〇

〇
五
年
十
二
月
、
新
し
い
祠
に
再
び
再
建
さ

れ
ま
し
た
。
前
の
祠
は
側
面
に
ブ
ド
ウ
の
実

や
葉
な
ど
の
模
様
が
彫
ら
れ
て
お
り
、
デ
ザ

イ
ン
や
遊
び
心
に
富
む
も
の
で
、
今
も
新
社

の
後
ろ
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
境
内

の
土
に
な
ỵ
て
い
く
で
し
Ỹ
う
。 

八
九 

七
九 

六
八 

六
一 

五
四 

五
三 

四
八 

四
一 

一
八
一
五 

一
七
五
六 

更
級
村
誕
生
䣍
塚
田
雅
丈

さ
ん
初
代
村
長 

直
友
さ
ん
死
去 

明
治
維
新 

直
友
さ
ん
が
佐
良
志
奈
神

社
の
社
標
建
立 

直
友
さ
ん
が
諏
訪
社
再
建 

ペ
リ
ổ
来
航 

塚
田
雅
丈
さ
ん
生
ま
れ
る 

豊
雄
さ
ん
生
ま
れ
る 

直
友
さ
ん
生
ま
れ
る 

䣓
神
社
書
上
䣔
に
佐
良
志

奈
神
社
八
幡
宮 
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六
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