
藤

村

の

こ

と

瀬

沼

茂

樹

藤

村
と
い
う
作
家
は
明
治
三
十
年
代
の
中
心
的
存
在
で
あ

っ
た
し
、

大
正

か
ら
、
こ
の
戦
爭
の
終
る
前
、
昭
和
十
八
年
に
亡
く
な
る
ま
で
七

十
年
間
、
文
学
に
携
わ

っ
て
き
た
人
で
す
。

今

の
人
は
あ
ま
り

藤
村
を

お
読
み
に

な
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん

が
、

ほ
ん
の
少
し
前
ま
で
は
非
常
に
多
く
の
人
々
、
こ
と
に
女
性
に
多

く
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
本
当
は
藤
村
は
女
性
を
あ
ま
り
書
い
て
は
い

な
い
ん
で
す
。
し
か
も
、
女
性
を
書
く
こ
と
は
大
変
下
手
で
す
。
そ
れ

に
も

か
か
わ
ら
ず
女
性
が
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
藤
村
の
考
え

方

の
中
心
が
女
性
の
考
え
方
に
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
、
と
い
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

藤

村
に
入
る
人
は
、
先
ず
大
体
詩
集
か
ら
入

っ
て
い
く
と
思
う
。
藤

村
の
詩
集
と
い
え
ば
明
治
三
十
年
八
月
に
出
た

「若
菜
集
」
、
そ
れ
か

ら
皆
さ
ん
の

よ
く

知

っ
て
い
る
、

千
曲
川
旅
情

の
詩

の
入

っ
て
い
る

「落
梅
集
」
が
、
彼

の
代
表
的
詩
集
で
す
。
何
故
こ
れ
に
み
ん
な
が
惹

か
れ
た
か
。
諧

さ
ん
芝

関
係
の
あ
る
恋
愛
詩
が
多
く
、
.」
の

憂

」

を
う
た

っ
た
詩
に
惹
か
れ
る
の
だ
と
思
う
。
藤
村
の
恋
愛
詩
の
誘
惑
は

「遂
げ
ら
れ
な
い
愛
」
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
そ
く
そ
く
と
し
て
我
々

の
心
を
う

っ
て
く
る
。
彼

の
こ
と
ば
を
使

え
ば

「若
き
こ
こ
ろ
の

一
す

じ
に
慰
め
に
泣
い
て
詑
び
る

一
す
じ
の
恋
」
が
書
か
れ
て
、
そ
こ
に
真

剣
な
も

の
、
そ
し
て
実
現
で
き
な
い
苦
し
み
が
あ
る
と
き
に
我

々
の
心

を
不
思
議
に
い
ざ
な
う
も

の
が
あ
る
わ
け

で
す
。

彼
は
二
十
六
歳
の
と
き
に
こ
の
詩
集
を
出
し
て
、
新
進
詩
人
と
し
て

世
に
出
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
詩
集
が
当
時
と
し
て
新
鮮
だ

っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
が
時
代
と
と
も
に
生
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
中
に

「
遂
げ
ら
れ
ぬ
愛
」
と
い
う
、
永
遠
の
課
題
を
も

っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

彼
は
非
常
に

ハ
イ
カ
ラ
で
あ

っ
た
わ
け

で
す
が
、
女
性
の
ス
カ
ー
ト

丈
の
よ
う
な
、
う
わ

っ
面
の
流
行
を
追

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
時

代
と
と
も
に
生
き
な
が
ら
、
そ
の
時
代
の
な
か
か
ら
何
か
確
実
に
前
進

し
て
行
く
も
の
を
つ
か
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。

「文
学
界
」
に
集
ま

っ
て
き
た
、
彼

の
同
僚
の
北
村
透
谷
、
上
田
敏

を
除
く
あ
と
の
詩
人
や
評
論
家
た
ち
は
、
だ
ん
だ
ん
大
学

の
教
授
等
に
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な

っ
て

、
創

造

的

な
仕

事

を

し

な

く

な

る

わ

け

で
す

が

、
彼

は

あ

く

ま

で

も
時

代

と

と

も

に

生
き

な

が

ら

、
時

代

を
創

り

出

す

仕
事

を

や

っ
て

い
た

。

そ

う

、い
う

意
味

で

は

一
種

の

モ
ラ

リ

ス
ト

、

つ
ま

り

人

生

の
批

評

家

、

人
間

性

の
批

評

家

と

い
え

る

の

で
は

な

い

か
と

思

い
ま

す

。

も

う

一
つ
詩

集

だ

け

で
問
題

に

し

ま

す

と

「
藤

村

調
」

が

あ

る
わ

け

で
す

。

「
藤

村

調
」

と

い
う

の
は
彼

の
文
体

の
特

色

を

い

っ
た

わ

け

で

す

が

、
簡

単

な
例

で
分

析

し

ま

す

と

「
破

戒
し

の
中

に

「
月

は

空

に
あ

っ
た

。
」

(↓
ゲ
Φ

鬱
○
○
口

耄
①
。。

言

夢

Φ

。。
パ
唄

)゚

と

い
う

表

現

が
あ

り

ま

す

。

こ
れ

は
欧

文

調

、

つ
ま

り

英

文

の
直

訳

で
す

ね

。
普

通

な

ら

「
月

は

空

に

か

か

っ
て

い

る
。
」

と

か

、

「
月

は
中

空

に
あ

る
。
」

と

か
、

も

っ
と

日
本

的

な

表

現

が

あ

る
わ

け

で
す

。

「
月

は

空

に

あ

っ
た

。
」

と

い

う

表

現

の
し

か
た

は

、
藤

村

が
創

っ
た

か
ら

皆

さ

ん

が
使

っ
て

い

る

の

で

あ

っ
て
、
当

時

と

し

て
は

非

常

に
新

し

い
も

の

で
し

た

。

彼

が
苦

心

し

た

こ

の
新

し

い
表

現

は

、

そ

れ

ま

で

の
表

現

の
し

か

た
を

破

っ
て
新

味

を

出

す

と

同

時

に
何

か

一
種

の
重

さ

を

加

え

て

い

る

の

で
す

。

そ

こ

に
彼

の
文
体

の

「
藤

村

調

」

と

呼

ば

れ

る
、

あ

る
種

の
特

異

な

も

の

が

あ

る
わ

け

で

す

。

「
若

菜

集

」

の
最
初

に

六

人

の
処

女

の
う

た

が
あ

り

ま

す

が
、

一
番

い
わ

う
ま

最
初

が

「
お
さ
よ
」

の

「潮
さ
み
し
き

荒
磯
の
/
巌
陰
我
は
生
れ
け

り
」

と
い
う
う
た
で
す
。
こ
れ
は
日
本
語
の
文
章
の
並
べ
方

で
は
な
い

わ
け
で
す
ね
、
こ
れ
も
英
文

の
表
現
か
ら
き
て
い
る
わ
け
で
、

「
我
は

潮
さ
み
し
き
荒
磯
の
巌

か
げ

(に
)
生
れ
け
り
」
と
い
う
表
現
を
ひ
っ

く
り
返
し
て
そ
こ
に
あ
る
意
味
を
含
め
る
、
何
か
重
々
し
い
感
じ
を
持

つ
と

か
暗

示

を

与

え

る
、

そ

う

い
う

こ

と
ば

の
中

に

一
つ
の
魔

術

の

よ

う

な

も

の

を
持

た

せ

て

お
り

、

こ

れ

が
読

む
も

の

を

と
ら

え

る

わ
け

で

す

。

こ

の

よ

う

に
暗

示

的

な

お
も

も

ち

、
暗

い
け

れ

ど
も

何

か
重

大

な

意

味

の
入

っ
て

い

る

、

そ

ん

な
文

体

に

お

の
ず

か
ら

我

々
は

ひ
き

こ

ま

れ

て

い
く

わ
け

で
す

。

し

か

し

、
我

々

が
藤

村

に

心

を

ひ

か

れ

る

と

い

う

の

に

は

も

っ
と

い

ろ

ん

な

こ

と

が
あ

る

の

で

し

ょ
う

が

、
多

く

の

人

た

ち

が
意

識

的

に

、

あ

る

い

は
無

意

識

的

に

心

を

ひ

か

れ

る
文

学

の
根

本

に

あ

る

も

の
は

何

な

の

か

と

い

う

こ

と

で
す

。

こ

れ

が

、
詩

な

り
小

説

な

り
彼

の
作

品

の

内

容

を

つ
き

つ
め

て
考

え

て

い
き

ま

す

と

、
案

外

平

凡

な

ん

で

す

ね

。

づ

ま

り

ご
く

普

通

の

日
本

人

が

、

近
代

の
日
本

の
生

活

の
中

で

生

き

、

愛

し

、
死

ぬ

る
悲

し

み

を

う

た

っ
て

い

る

。
平

凡

な

人
間

が

平

凡

に

生

き

て

、い
る

こ

と

な

の

で

す

。

「
生

き

、
愛

し

、

死

ぬ

る

悲

し

み
」

と

い

う

こ

と
ば

は

、

モ

ー

パ

ッ
サ

ン

の

こ
と

ば

な

の
で

す

が
藤

村

の

「
家
」

の
中

に
出

て
ぎ

ま

す

し

、

又

「
新

片

町

よ

り
」

と

い

う
随

筆

の
序

文

に

も

う

か

黛
わ

れ

ま

す

。

「
家

」

を

読

ん

で

、い
き

ま

す

と

、

柳

田

国

男

と

思

わ

れ

る

.人

物

が

「
人
間

は

つ
ま

ら

な

い

な

あ

、

ど

う

せ
生

き

て

愛

し

て

死

ん

で
い

く

一

生

じ

ゃ
な

い

か

。

そ

う

い

う

悲

し

み

を

う

た

と

す

る

の
は

、

実
際

人

間

生

ぎ

甲
斐

が

な

、い
よ

。
」

こ
ん

な

こ
と

を
言

っ
た

と

い

う

こ
と

が

で

て

ぎ

ま

す

。

そ

う

い

う

こ
と

が
柳

田

さ

ん

が
文

学

を

捨

て

て

、

民

俗

学

に

走

っ
た
原

因

か

も

し

れ

な

い

の
で

す

が

。

と

に

か

く

、
平

凡

な

生
活

、

平

凡

な

人

た

ち

の
ご

く

あ

た

り
前

の
生
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●

き
方

を
書
い
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
他
の
作
家
た
ち
と
違

っ
て
い
る
点

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
や
深
く

つ
か
ん
で
書
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
藤

村

の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
が
自
叙
伝
的
な
も
の
で
、
自
分
の
こ
と
か
自
分

の
身

の
ま
わ
り
の
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
も
あ
ま
り
楽
し
い
事
で
な
く
陰

惨
な
、
狭
い
生
活
の
実
情
し
か
書
い
て
、い
ま
せ
ん
。
し
か
も
そ
れ
ら
が

読
ま
れ
る
の
は
何
故
か
、
今
で
こ
そ
日
本
は
天
国
み
た
い
に
な

っ
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
当
時
の
日
本
は
近
代
化
の
進
む
な
か
で
、
あ
る
程
度

生
活
は
向
上
し
た
も
の
の
、
家
族
関
係
は
ま
だ
ま
だ
陰
湿
な
、
封
建
的

な
も

の
で
し
た
。
従

っ
て
花
袋
だ

っ
て
、
秋
声
だ

っ
て
同
じ
よ
う
に
自

分
の
ま
わ
り
の
じ
め
じ
め
し
た
暗
い
生
活
を
書
い
て
、い
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
書
き
な
が
ら
、
何
故
藤
村
の
も
の
が
読
ま

・
れ
る

か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

藤

村
が
他
の
い
わ
ゆ
る
時
代
作
家
と
違
う
点
は
、
作
家
と
い
う
生
活

に
即
し
な
が
ら
も
な
お
そ
の
中
か
ら
、
も
う
少
し
人
生
の
根
本
に
触
れ

た
問
題
を
意
識
的
に
取
り
あ
げ
、
狭
い
な
が
ら
も
深
く
え
ぐ
る
こ
と
に

よ

っ
て
我
々
日
本
人
の
精
神
の
ど
こ
か
に
あ
る
も
の
を

つ
か
み
だ
し
て

書
い
て
い
る
と
、い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

「私
小
説
家
」
と

い
う

の
は
、
み
な
作
家
と
い
う
特
殊
な
、
い

っ
ぷ
う
変

っ
た
連
中
の
生

活
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
が
何
故
読
ま
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
中

に
普
通
の
日
本
人
の
考
え
方
や
生
活
の
し
か
た
、
感
じ
方
が
あ
る
か
ら

な
ん
で
す
が
、
藤
村
の
場
合
は
、
い
わ
ば
日
本
人

の
庶
民
の
精
髄
の
よ

う
な
も

の
を

一
方
的
に

代
表
し
て
い
る
ん

じ

ゃ
な
い
か
、

と
い
う
こ

と
、

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
藤
村
の
覚
悟
で
も
あ

っ
た

わ
け
で

す
。

「薪
片
町
よ
り
」

の
序
文
に

「
我
々
は
人
と
し
て
こ
の
世
に
生
ま

れ
て
ぎ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
専
門
家
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で

は
な
い
。
文
学

の
道
も
ま
ず

こ
こ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
あ
る
。
つ
ま
り
小
説
家
と
い
う
専
門
家

で
あ
る
前
に
、
ご
く
普
通
の

平
凡
な
人
聞
と
し
て
自
己
を
意
識
し
、
そ
う
い
う
生
活
者
で
あ
る
と
い

う
覚
悟
を
も

っ
て
、
作
家
に
な

っ
た
。
こ
う
い
う
意
識
は
、
他
の
自
然

主
義
作
家
に
も
無
く
は
な
か

っ
た
ん
で
す
が
、
藤
村
は
意
識
的
に
努
力

し
て
や

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
狭
い
生
活
、
あ
る
い
は
作
家
の
生
活
を

書
き
な
が
ら
、
単
に
身
辺
の
生
活
を
書
く

こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
の

問
題
意
識

の
よ
う
な
も
の
を
も

っ
て
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
わ
け
で
す
。

た
と
え
ば

「
春
」
「家
」
「
新
生
」
「夜
明
け
前
」

と
い
う
よ
う
な
代

表
的
長
編
小
説
を
と

っ
て
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
は
普
通
の
意
味
の

「
自

伝
小
説
」
で
も
な
け
れ
ば
、
普
通
の
意
味

の

「
私
小
説
」
で
も
な
い
わ

け
で
す
。
必
ず
そ
こ
に
は
日
本

の
生
活
に
即
し
て
解
決
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

さ

い
ま

る

西
丸
四
方
さ
ん
は
信
州
大
学
医
学
部

の
教
授
で
す
が
、
こ
の
人
は
藤

し
よ
う
え

ん

村

の
兄
の
娘
で
あ
る
西
丸

小

園

女
史
の
長
男
で
す
。
次
男
が
元
の
東

京
医
科
歯
科
大
学
の
教
授
だ

っ
た
島
崎
敏
樹
さ
ん
で
す
。
二
人
と
も
精

神
病
理
学
者
で
す
が
、
西
丸
四
方
さ
ん
や
、
バ
ト

ロ
ギ
i
精
神
病
理
学

者
達
が
藤
村
を
分
析
し
た
結
果
、
分
裂
性
気
質
を
持

っ
て
い
る
ん
じ

ゃ

な
い
か
と
診
断
し
て
い
る
の
で
す
。
人
間
は
、
外
向
的
気
質
の
、
ほ
が

ら
か
な
楽
天
的
な
人
間
と
、
内
向
的
気
質

の
内
気
な
陰
気
な
人
間
と
が
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あ
る
わ
け
で
す
ね
。
心
理
学
的
に
内
向
的
気
質

の
人
に
は
精
神
分
裂
性

、

気
質
が
多

い
わ
け
で
す
。
い
つ
も
考
え
こ
ん
で
い
て
、
時

々
突
飛
な
こ

と
を
や
る
。
実
際
藤
村
は
突
飛
な
こ
と
を
や

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
明

治
三
十
年
、
東
北
学
院
大
の
先
生
を

一
年
間
や

っ
て
、

「若
菜
集
」
を

出
す

と
同
時
に
東
京

へ
帰

っ
て
き
て
急
に
音
楽
学
校
の
ピ
ア
ノ
科
に
入

っ
た
。
人
か
ら
見
れ
ば
突
飛
だ
が
、
し
か
し
本
人
は
自
分

の
詩
が
い
つ

ま
で
た

っ
て
も
七

・
五
調
で
、
音
律

の
変
化
が
な
、い
の
で
、
音
楽
を
勉

強
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
分

の
詩

の
革
新
を
は
か
ろ
う
と
い
う
理
屈
が

あ
る
わ
け
で
す
。
分
裂
性
要
素
が
あ
る
に
は
違
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
そ
れ
よ
り
も
、
ど
こ
に
そ
の
人
の
文
学
的
な
情
熱
の
根

源

が

あ

る

か
、

と
い
う
こ
と
の
方
が
問
題
な
ん
で
す
。
藤
村
文
学
を
知
る
上
で
、

あ
る

一
つ
の
も
の
に
こ
だ
わ

っ
て
い
く
、
あ
る
い
は
突
拍
子
も
な
い
こ

と
を
や
る
、
そ
う
い
う
内
向
的
気
質
が
出
て
く
る
何
か
が

あ

る

こ

と

が
、
彼
の
文
学
的
な
情
熱
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在

の
場
所
を
明
ら
か
に

す
る
と
い
う
意
味
で
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

我

々
平
凡
な
人
間
は
、
日
常
生
活

の
中
で
日
常
意
識
に
う
ず
も
れ
て

気

の
つ
か
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
日
常
性
に
と
ら
わ
れ
て

見
え
な
く
な
る
も
の
が
、
精
神
分
裂
的
な
要
素
の
あ
る
人
に
は
、
意
識

の
断
絶
し
て
い
る
間
か
ら
見
え
る
。
そ
こ
で
人
間
の
中
に
あ
る
な
に
か

不
可
解
な
も
の
が
つ
か
み
出
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

大
体
、
こ
の
頃
の
小
説
が
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
の
は
み
ん
な
作
家
が

平
均
的
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う

、い
う
作
家
の
書
く
も
の
が
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
普
通
の
人
間
が

〆

普
通
に
考
え
て
い
る
か
ら
な
ん
で
す
。
少
し
特
殊
な
心
の
か
た
む
き
を

も

っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
日
常
性
の
奥
に
あ
る
不
可
解
な
も
の
を
と
り

だ
し
、
普
通
の
人
間
が
見
逃
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
も

の
を
引
き
出

し
て
く
る
、
そ
う
い
う
力
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ

に
大
事
な
点
が
あ
る
の
で
す
。

花
袋
と
い
う
人
は
ご
く
普
通
の
入
間
で
、
そ
の
才
能
も
藤
村
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
十
歳
の
時
親

を
失
く
し
て
か
ら
非
常
に
努

力
し
て
明
治
四
十
年
代

の
自
然
主
義
が
盛

ん
な
頃
に
は
、
今
で
い
う
文

壇
の
大
御
所
に
な

っ
た
。
自
然
主
義
と
い
え
ば
藤
村
よ
り
も
花
袋
が
上

だ
、
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
自
分
を
築
き
あ
げ
た
花
袋
と
い
う
人
を
、
ぼ

く
は
尊
敬
し
ま
す
し
、
又
そ
れ
は
大
事
な

こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
し

か
し
、
や
は
り
花
袋
の
小
説
は
あ
ま
り
残
ら
な
、い
、
あ
る
い
は
読
ま
れ

る
作
品
が
決
ま

っ
て
い
る
。
藤
村
の
よ
う

に
全
作
品
が
、
詩
が
読
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
実
は
日
常

意
識
に
お
お
わ
れ
て
い
る
奥
底
に
あ
る
非

日
常
的
な
も
の
を
つ
か
ま
、兄

た
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
。

藤
村
の
も
の
の
考
え
方
を
知
り
た
い
と
思
え
は

「新
生
」
と
い
う
小

説
を
お
読
み
に
な
る
の
が

一
番
良
い
と
思

う
ん
で
す
。
こ
れ
は
藤
村
が

姪
と
関
係
を
も

っ
て
し
ま
、い
、
フ
ラ
ン
ス
に
逃
げ
な
く
て
は
な
ら
な
く

な

っ
た
、

一
種

の
異
様
な
体
験
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
昔

の
よ
う

に
大
家
族
制
度

の
中
で
は
、
し
ば
し
ば
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
し
た
が
、

彼
は
非
常
に
自
分
に
厳
し
く
、
道
徳
的
と

い

っ
て
い
い
よ
う
に
自
分
と

い
う
も
の
を
抑
え
て
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
自
分
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の
生

活

を
厳

し

く
鍛

え

て

い
る

時

に

ち

ょ
う

ど
男

の
厄
年

、

四

十

歳

に

な

り

ま

し

た

。
厳

し

く

や

っ
て
く

れ

ぱ

く

る

ほ

ど

逆

に

生

活

の
罠

に

陥

る

と

い

う
危

険

が
あ

る

わ

け

で

す

。

実

際
藤

村

は

こ

こ

で
生

活

の
罠

に

陥

っ
て
し

ま

い

ま

し

た
。

た

だ
問

題

は

、
藤

村

が

こ

こ
に

極

め

て
大
胆

に

「
新

生

」

と

い

う

小

説

を

書

い

て
告

白

し

た

こ
と

で

す

。

こ

の
場

合

、

い

ろ
ん

な

問

題

が
出

て
き

ま
す

。

姪

と

の
間

に
子

供

が

で
き

る

わ

け

で
す

が

、

そ

の
処

置

の
し

か

た

が
極

め

て

日
本

人

的

で

、

こ

こ

に
藤

村

の
考

え
方

が

平

凡

な

日
本

人

で
あ

る

と

い
う

こ

と

が
あ

ら

わ

れ

て

い

る

。

彼

は

姪

の

こ
と

は

姪

の
お

父

さ

ん

に

す

べ
て

一
任

し

て
、

フ

ラ

ン

ス

へ
逃

亡

し

て

し

ま

う

の
で

す

。

彼

を

糾

弾

す

る

こ
と

は

や

さ

し

い

こ

と

で
す

が

、

し

か

し

、

そ

う

い

う

こ
と

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
、

あ

る

い

は
す

る

と

い

う

こ

と

は

ど

こ

に

あ

る

の
か

。

そ

れ

は

日
本

人

の
考

え

方

の
根

本

に

あ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ
う

か

。

我

々

日
本

人

の
周

囲

を
ご

ら

ん

な

さ

い
。

何

か
悪

い

こ

と

が

あ

る

と

「
人

の
噂

も

七

十

五

日
。

七

十

五

日
経

っ
て

し

ま

え
ば

物

事

は
片

づ

い

て

し

ま

う

。

」

と

思

っ
て

い

る
。

い
や

実

は
表

面

的

に
片

づ

く

よ
う

に

見

え

る

の

で
あ

る

が

。

時

間

と

は

便

利

な

も

の

で
、

時

が
経

つ
こ

と

に

よ

っ
て

心

で

感

情

的

に

も

の
ご

と

を

処

理

し

て
し

ま

う

。

こ

れ

は
藤

村

だ

け

が

や

っ
て

い

る

の
で

は

な

く

、

お

そ

ら

く

日
本

人

の
持

っ
て

い
る

常

で

は

な

い

か

と
思

う

。
藤

村

に

と

っ
て

歳

月

と

い
う

の
は

、

忘

れ

る

時

間

だ

っ
た

わ
け

で
す

、

ち

ょ

っ
と

し

ゃ
れ

て

言

え

ぱ

「
歳

月

は

忘
却

の
時

間

で
あ

る
。

」

と

で
も

な
り

ま

し

ょ
う

か

、

し

か

し

、

そ

れ

と

同

時

に

そ

の
歳

月

の
問

、

い

ろ

い

ろ

と
自

分

の

し

た

こ

と

を
反

省

し

て

い

る

。

そ

の
反

省

の
し

か

た

で
す

が
、

草

食

動

物

で
あ

る

「
牛

」

は
反

芻

し

ま

す

ね

。

日
本

人

が
草

食

動

物

だ

か

ら

と

い
う

わ

け

で
は

な

い
ん

で

す

が

、
藤

村

の
特

色

も

こ

の

「
反

芻

」

な

ん

で
す

。

つ
ま

り

自

分

を

忘

れ

て

し

ま

う

け

れ

ど

も
又

、
く

し

ゃ
く

し

ゃ
と

か

む

。

そ

し

て
心

の
傷

が
時

間

の
中

で
自

然

に
治

る

、

あ

る

い

は
時

間

が
我

々

の
苦

し

い

こ
と

を
救

っ
て
く

れ

る

こ

と

を
望

ん

で

い

る

。

と
同

時

に

、

世

間

の
体

裁

ば

か
り

を

考

え

て

い

る

。

世
間

の

こ
と

を

考

え

な

が
ら

歳

月

を

ご

ま

か

し

、

歳

月

が

た

つ
間

に
都

合

良

く

忘

れ

、

そ

の
間

に
自

然

に

心

を
直

そ

う

と

す

る

、

我

々

の
肉

体

が
自

然

治

癒

力

を
持

っ
て

い

る

の

と
同

じ

ょ

う

に

、

精
神

の
自

然

治

癒

力

に

た

よ

っ
て

い

る
。

こ
う

い
う

考

え

方

を

し

て
い

れ

ば

、

人

間

は

生
物

学

的

に
成

長

は

し

ま

す

が
、

発

展

は
な

い

わ
け

で
す

。

ご
ら

ん

な

さ

い

、
藤

村

の
小

説

は
植

物

的

に
成

長

し

て

い

る
け

れ

ど
も

、
発

展

し

て

い

る

わ
け

じ

ゃ
な

い

。

つ
ま

り
論

理
的

に
考

・兄
る

と

い
う

こ

と

は

一
度

断

ち
切

っ
て

、
弁

証

法

的

に

い

う

な

ら

、
連

続

を

切

っ
て
非

連

続

に
し

、

そ

こ

で
別

に
新

し

い
立

場

を

つ
く

ろ

う

と

す

る

。

こ
う

い
う

こ
と

は

お
そ

ら

く

日
本

人

の
中

に
、

あ

る

一
種

の
仏

教

的

と

い

う

か

、
東

洋

的

な

、

こ

の
世

と

あ

の
世

は

つ
な

が

っ
て

い

る

と

い

う

考

え
方

が

あ

っ
て
、

西

洋

人

の

よ
う

に

分

断

し

て
考

え

よ
う

と

し

な

い

と

こ
ろ

に

お

こ

っ
て
く

る

。

そ

し

て
世

間

の

こ
と

を

気

に

し

て

体

面

が

悪

い

と

か

、
体

裁

が

い

い

と

か

、い
い

、

形

式

的

な

お

じ

ぎ

ば

か

り

し

て

い

て

そ

の
中

に
巧

み

に
自

分

を
温

存

し

て

い

こ
う

と

す

る

と

こ

ろ

が
あ

る
。

藤

村

は
植

物

的

に

は
成

長

す

る
け

れ

ど

も

、
物

事

を
き

ち

ょ
う

面

に

刻

ん

で
や

っ
て

い

か
な

い

ん

じ

ゃ
な

い

か

、
あ

る

い

は
飛

躍

す

る

こ

と

が
な

、い
ん

じ

ゃ
な

い

か

、

と

い

う

こ

と

が

い

わ

れ

る

。
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漱
石
の
場
合
は

循
環
的
、

論
理
的
に

一
つ
ず

つ
上
が

っ
て
い
く
の

で
、
問
題
は
非
常
に
鋭
く
、
深
い
。
彼
は
大
変
知
性
的
な
男
で
あ
り
、

物
事

を
論
理
で
考
え
る
、
論
理
で
承
知
し
な
け
り
ゃ
、
物
事
を
承
知
し

な
い
男
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
藤
村
は
、
時
問
と
い
う
も
の
を

か
く

れ
み
の
の
よ
う
に
し
て
暮
[ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
普
通
の
日
本
人

の
暮

ら
し
方
な
ん
で
す
。

例

え
ば
藤
村
の
文
学
に
は

「
漂
泊
」
と
い
う
観
念
が
あ
り
ま
す
ね
。

関
西

へ
、
東
北

へ
と
何
度
も
漂
泊
の
旅
に
出
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
へ

行

っ
た
の
も
漂
泊
の
旅
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
漂
泊
の
概
念
は
、

も
ち
ろ
ん

日
本
の
芭
蕉
な
ど
に
つ
な
が
る

旅
の
概
念
と
結
び

つ
き
ま

す
。
外
国
の
同
じ
ょ
う
な
漂
泊
を
書
い
て
い
る
も
の
を
見
ま
す
と
、
そ

こ
に
は

「青

い
花
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

一
つ
の
理
想
が
あ
る
わ
け

で
す
。
又
、
ゲ
ー
テ
の
場
合
の
よ
う
に
職
業
が
人
間
を
育
て
る
、
つ
ま

り
食

べ
る
た
め
じ

ゃ
な
く
人
間
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
職
業
を
持

つ
と

、い
う
、

一
つ
の
理
想
が
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
無
限
な
も

の
を
求
め
る

か
、
完
全
な
も
の
に
な
ろ
う
と
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
の
目
的
を
持

っ
て

い
る
と
い
う
特
色
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
藤
村
は

「若
菜
集
」

の
中

で
も

「
草
枕
」
と
い
う
長
い
詩
で

「人
生
は
旅
だ
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
東
洋
的
な
考
え
方
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
漂
泊
と
い
う
概
念

が
あ
り
な
が
ら
、
外
国
の
よ
う
な
修
業
に
な
ら
ず
に
、
単
な
る
旅
か
ら

旅

へ
の
連
続
で
、
そ
の
日
そ
の
日
を
暮
ら
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
と
、い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。

彼

は
他
の
人
み
た
、い
に

小
説
を

書
き

っ
ぱ
な
し

じ
ゃ
な
い
ん
で
す

ね
。
大
正
の
半
ば
と
、
昭
和

の
二
度
、
自
分

で
自
分

の
小
説
を
き
れ
い

に
整
理
し
て
い
ま
す
。
整
理
期
間
を
お
く

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
で
反

芻
す
る
時
間
を
お
い
て
い
る
と
、い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
生
活
を
何

度
も
か
み
し
め
る
わ
げ
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
藤
村
は
自
分
で
自
分

を
大
事
に
す
る
作
家
だ

っ
た
わ
け
で
す
。
又
彼
は
警
句
を
創
る
こ
と
の

好
き
な
人
問
で
、

「青
年
は
青
年

の
書
を
読
む
べ
し
し
と
か

「初
恋
思

う
べ
し
」
と
か

「
心
を
起

こ
そ
う
と
思
え
ば
身
を
起
こ
す
べ
し
」
と
か

そ
の
ま
ま
聞
け
ば
実
に
平
凡
な
、
た
あ
い
の
な
い
よ
う
な

マ
キ
シ
ム
を

た
く
さ
ん
創

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
皆
、
自
分
の
体
験
に
よ

っ

て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
彼
の
友
人
が
ど
ん
ど
ん
詩

を
書
き
だ
し
、
自
分
は
ち

っ
と
も
書
け
な

い
で
困

っ
て
い
た
時
が
あ

っ

た
。
そ
の
頃
彼
は
芭
蕉
と
か
西
行
と
か
李
白
な
ど
、
老
人

っ
ぽ
い
も
の

ば
か
り
読
ん
で
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
気

を
変
え
て
仙
台

へ
行

っ
て
か

ら
、

ハ
イ
ネ
や
ゲ
ー
テ
の
よ
う
な
若

々
し
い
も
の
を
読
ん
だ
。
そ
う
し

た
ら
詩
が
書
け
だ
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
う
い
う
事
実
を

ふ
ま
え
た

「
青
年
は
青
年
の
書
を
読
む
べ
し
」
と
い
う
格
言
に
、
自
分

の
人
生
を
処
し
て
行
く
処
世
訓
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
藤
村
は

そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
自
分
を
整
理
し
な
が
ら
、
常
に
そ
こ
か
ら
何
か

自
分
の
教
訓
を
引
き
出
し
、
そ
し
て
新
し
く
し
ょ
う
と
努
め
、
ご
く
普

通
の
入
間
と
し
て
藤
村
を
考
え
る
こ
と
で
い

っ
そ
う
親
し
み
を
も
ち
、

よ
く
読
ん
で
、
み
な
さ
ん
の
生
活

の
糧
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
平
凡
な
こ
と
に
真
理
が
あ
り
ま
す
が
、
単
に
平
凡
な
こ
と
で
は

な
く
、

「生
」
の
根
源
に
関
係
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
発
見
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
、い
ま
す
。

(
立
正
文
芸
学
会

で
の
講
演
よ
り
筆
記

.
阪
田

芳
江
、
木
村
ま
き
)
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