
「
破
戒
」
と
飯
山

川

副

国

基

ま
こ
め

藤

村
を
深
く
知
り
た

い
と

い
う
気
持
か
ら
、
馬
籠

こ
も
ろ

は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
小

諸

へ
も
た
び
た
び
出
か
け

た
。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

へ
旅
し
た
と
き
に
は
パ
リ

の
ポ
ー

ル

・
ロ
ワ
イ
ヤ

ル
通
り
の
藤

村

の
旧

い
下
宿
あ
と
を

も
た
ず

ね
た
。

と
こ
ろ
が
、
名
作

「
破
戒
」

の
舞
台

と
な

っ
た
信

い
い
や
ま

州

の
飯
山
や

そ
こ
の
真
宗
寺

(作
中

の

蓮

華

寺
)

は
、

つ
い
最

近
ま
で
お
と
ず

れ
る
機

会

が

な

か

っ

た
。
な

ん
と
な
く

心
の
こ
り

の
気
持

で
あ

っ
た
の
だ

が
、
幸

い
こ
の
た
び
飯
山
市

の
公
民
館

で
藤
村

の
講

演
を
す

る
機
会

が
与
え
ら
れ
、
な

が
い
問

の
念
願
を

達

し
て
、
飯
山

と
い
う

と
こ
ろ
を

こ
の
目

で
見

る
こ

と
が
で
き

た
。

上
野
駅
を
朝
九
時
半

の
特
急

で
発

つ
と

一
時

に
は

長
野

に
着
き
、
そ

こ
か
ら
飯
山
線

の
国
電

に
乗
り
換

え

る
と
二
時

に
は
も
う
飯
山

に
着
く

の
だ

っ
た
。
長

野

か
ら

の
飯
山
線

は
千
曲
川

の
流
れ

が
ひ
ら

い
た
山

あ

、い
の
平
地
を
縫
う

よ
う

に
ご
と
ご

と
と
走

っ
て
い

く
。
右
側

の
車
窓

か
ら
は
絶
え
ず
、
大
き
く

ま
が
り

く
ね

る
荒
凉
と
し
た
千
曲
川

が
眺
め
ら
れ

た
。
す
で

さ
い

に
犀
川
を
合
わ
せ

た
千
曲
川
は
ゆ
た
か
な
水
量
を
湛

え
た
悠
然
た

る
大
河
で
あ

る
。

飯
山
は
本
田
氏
二
万
石

の
旧
城
下
、

い
ま
は
近
村

」
を
合
併
し
て
人

口
三
万
五
千

の
小
都
市
。
仏

壇

の
製

作

で
む

か
し
か
ら
知

ら
れ
て

い
た
が
、

い

ま

は

ス

キ
ー
の
製

作
と

「
え

の
き

茸
」

の
生
産

で
有
名

で
あ

る
。
越
後

の
高

田
に
発

し
た
ス
キ
ー
術

は
た
だ

ち
に

雪

の
深

い
こ
の
飯
山

に
伝
え
ら

れ
、
高

田
と
並
ん
で

わ
が
国

ス
キ
ー
の
発
祥
地

と
な

っ
た
。
冬

の
豪
雪
も

有
名

で
、
町

の
軒

に
雪

よ
け

の
通
路

の
た
め
の

「
ガ

ソ
ギ
」

が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
高

田
の
町
と
同

じ

で
あ

っ
た
。

わ
た
し
が
出

か
け

た
の
は
十

二
月

の
初
旬

で
、

こ

の
地
方

の
こ
の
時
期

に
は

め
ず
ら

し
い
と
い
わ
れ

る

ほ
ど
の
晴
天

で
あ

っ
た
が
、
畳
敷

の
公
民
館

(小
都

市

に
は
す
ぎ

た
よ
う
な
立
派
な
建

て
も

の

で

あ

っ

た
)

の
入

口
に
ぬ
ぎ
す

て
ら
れ
た
聴
講

の
人

々
の
は

き
も

の
の
大
部
分
は
ゴ

ム
の
長
靴
で
あ

っ
た
。
天
候

は
激
変
し
て
雪
に
な

る
こ
と
が
多

い
と

い
う
し
、
こ

の
土
地

の
人

々
は
ぎ

び
し

い
冬

の
お
と
ず

れ
を
警

戒

,

し
て
、

も
う
身

に

つ
い
た
い
か
め
し

い
冬

構
え

の
支

度

で
町

を
歩

い
て
い
た
。
寒

風
の
吹
く

日
本
海

か
ら

三
十

キ

ロ
の
地
点

で
あ

る
。

翌

日
、
午
前
中
は
低

い
雲

が
垂

れ
包
ん
だ

よ
う
な

ど

ん
よ
り
と
し

た
陰
欝
な
天
気

で
あ

っ
た
。
冬

に
入

る
と

い
つ
も

こ
ん
な
空
模
様
だ
と

い
う
。
千
曲
川

の

ひ
ろ

い
川
幅
は
暗

い
影
を
や
ど
し

て
町

の
東
に
迫

っ

て

い
た
。
陰
湿
、
陰
気
と

い

っ
た
感
じ
そ

の
も

の
の

冬

の
町
で
あ

っ
た
。

藤

村
は
小

諸
時
代
に
三
回
ほ
ど
は

こ
の
飯
山
を
お

と
ず

れ
た
ら
し

い
。
藤

村
が
飯
山
を
描

い
て

い
る
の

は

「
破
戒

」

と
、

「
破

戒
」

以
前

の

「
椰
子
の
葉

蔭
」

と
い
う
小
説

と
、

「
千
曲
川

の
ス
ケ

ッ
チ
」
中

の

「
川

船
」

「
雪

の
海
」

「
愛

の
し
る
し
」
な

ど
の

一
連

の
飯
山
も

の
と
で
あ

る
。

藤
村

は
、
飯
由
Hか
ら
出

て
き

た
さ

る
と

こ
ろ

の
娘

さ

ん
を
送

っ
て
川
舟

で
千
曲
川
を
く
だ
り
飯
山

ま
で

届
け

た
こ
と

が
あ

っ
た
と

い
う
。
そ

の
こ
ろ
飯
山
線
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は
ま
だ
開
通

し
て
い
な

か

っ
た
し
、
千
曲
川

の
水
量

も

ゆ
た
か
で
舟

運
が
便

で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
暗

い

内
攻
性

の
藤
村

の
精
神

に
、
飯
山

の
町

の
暗
欝
さ

は

そ

の
と
き
深
く
印
象

づ
け
ら

れ
た
の
で
は
な

か

っ
た

ろ
う

か
。
飯
山
訪
問

が
は

っ
き
り

し
て
い
る
の
は
明

治

三
十
七
年

の

一
月
、
画
家

の
丸
山
晩
霞
と

の
行
で

あ

る
。

こ
の

一
月
に
は
東
京

か
ら
僚
友

の
田
山
花
袋

が
小
諸

に
藤
村
を

た
ず
ね

て
ぎ

て
い
る
。
日
露
開
戦

の

一
ケ
月
前
で
、

こ
の
と
き
お
そ
ら
く
花
袋
は
、
写

真
班
員
と

し
て
開
戦

の
あ
か

つ
き
に
は
従
軍
す

る
つ

も
り
だ

と
藤
村
に
伝
え
た
で
あ
ろ
う
。
藤
村
が
、
ま

た

「
自
分
は
人
生

の
従
軍
記
者
だ

」
と

い
う
決

意
を

こ

の
と
ぎ
新

た
に
し
た
と
す
れ
ば

、
そ
れ
は
す

で
に

小

説

「
破
戒
」

の
構
想

が
熟
し
か
け

て

い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

そ
う

い
う

と
き

の
飯
山

ゆ
き

で
あ

っ
た
。

「
破
戒
」

の
舞
台

に
な

に
ゆ
え

に
小
諸

で
は
な

く

飯
山

が
選
ば

れ
た
の
で
あ

ろ
う

か
。
部
落

の
閥
題

を

と
り
あ
げ

る
こ
と

で
は
あ

る
し
、
自
分

が
現

に
住
む

小
諸
を
舞
台

に
す

る
こ
と
は
あ

ま
り

に
生

ま
生

ま
し

い
こ
と

で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
卑
近
な

モ
デ

に

ル
問
題
で
苦
が

い
経
験
を
重
ね

て
い
た
藤
村
で
あ

っ

た
。
人

の
知

る
こ
と

の
す
く
な

い
辺
鄙
、
僻
遠

の
飯

山
、
瀬
川

丑
松

の
暗

い
心
象
に
通
う
土
地

的
環
境

の

飯
山

は
、

こ
の
小
説

の
構
想
に
当

っ
て
は
や
く
藤
村

に
舞
台

の
地

と
し
て
選
ば
れ

た
の
で
あ

っ
た
と
考
え

る
。し

か
し
、

こ
の

「
破
戒
」

で
も
藤
村
は
、

つ
ま
ら

な

い
モ
デ

ル
問
題

で
ふ
た
た
び
、
み

た
び
、
あ
と
味

の
わ
る
い
思

い
を

の
こ
し

た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
は

蓮
華
寺

の
住
聒

の
描
き

か
た
に
お
い
て
で
あ

る
。

飯
山
は
寺

の
多

い
町
で
あ

る
と

い
う
が
、
な
か
で

も
真
宗
寺
は
広

い
欝
蒼
と
し
た
境
内
を
も

っ
た
名
刹

で
あ

っ
た
。
そ

こ
の
住
転

の
井
上
師
は
近
隣
に
聞
え

た
名
僧
知
識
で
あ
り
、
名
を
聞

い
て
慕

い
訪

ね

る
人

も
多
く
、
藤
村
も
そ

の
ひ
と
り
で
あ

っ
た
わ
け
だ
。

再
三

の
飯
山
訪
問

の
う
ち
お
そ
ら
く

一
、
二
回
は
藤

村
は
真
宗

寺

の
厄
介

に
な
り
井

上
師

の
高
教

を
仰

い

だ

と
思
わ
れ

る
。

「
若
菜
集

」
の
詩
人

の
声
名

は

い

ま
だ

こ
の
地
方

で
は
井

上
師

の
上
に
出
ず

る
な
ど
の

こ
と
は
で
き
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
井

上
師

を

藤
村

は

「
破
戒

」
の
な
か
で
、
名
僧

の
仮
面

を
か
む

っ
た
無
慚

の
僧

と
し
て
描

い
た
の
で
あ

っ
た
。
宗
教

の
堕
落
を
描
き

た
か

っ
た
こ
と
は
わ
か
る
の
だ

が
、

蓮
華
寺

が
た
だ
ち

に
実
在

の
真
宗
寺
と
推
さ
れ
、
そ

こ
の
住
転

が
た
だ
ち

に
井
上
師
と
推
さ
れ

る
場
合

に

お
い
て
、

こ
れ
は
や
は
り
慎
む

べ
き

こ

と

で

あ

っ

た
。井

上
師
は
激

怒
し
、
井

上
師
夫
人

は

「
藤

村

の
馬

鹿
も

の
」
と

い

っ
て
憤
ら
れ

た
と
、
井
上
師

の
孫

に

当

る
現
住
賑

の
井
上
弘
雄
氏

は
語
ら
れ

た
。
当
然

の

こ
と

で
あ
ろ
う
。
藤
村

の
想
像
力

の
貧

し
さ

が
こ
こ

に
も
露
呈

し
て
い
る
し
、
藤
村

の
道
義
感
に
疑

い
を

も

た
せ

る
も

の
が
こ
こ
に
も
あ

る
。

真
宗
寺
は
昭
和
二
十
七
年

の
大
火

(百
数
十
戸

が

灰
燼

に
帰

し
た
)
で
延
焼

し
、
そ

の
直
後

の
区
劃
整

理
で
、

い
ま
は
む
か
し

の
宏
大
な
境
内

の
お
も
か
げ

も
な

い
。
し
か
し
、

い
ま
は
そ

の
境
内
に
、
藤
村

の

長
男
楠
雄
氏
筆

の

「
小
説
破
戒
蓮
華
寺
跡
」

(昭
和

三
十
九
年
建
立
)

の
碑
と
、
原
稿

「
破
戒
」

の
冒
頭

を
そ

の
ま
ま
に
刻
ん
だ
記

念
碑

(
下
水
内
教
育
会
、

昭
和
四
十
年
建
立
)
と

が
あ

る
。

は
ち
す

飯
山
か
ら
ひ
と

つ
長
野
寄
り
に

「
蓮
」
と

い
う
駅

た
か
し
ろ
や
ま

が
あ

る
。

千
曲
川

を

へ
だ

て
て
秀
麗
な
高
社
山
が
聳

え
沿
線
で
は
も

っ
と
も
心
を
う

つ
景
色

の
よ

い
と

こ

ろ
で
あ
る
。
真

宗
寺
を
蓮
華
寺
と
言

い

換

え

た

の

は
ち
す

は
、
藤

村
は

こ
の

「
蓮
」
か
ら

の
連
想
で
は
な
か

っ

た
か
と
、

こ
れ
は
帰
京

の
車
中
で

の
わ
た
し

の
思

い

つ
き
で
あ

っ
た
。
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