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牧
野
信

の

「
父
親
小
説
」

群
と
廉
想
渉
の

「
三
代
』

｜
｜
父
子
関
係
を
中
心
に
｜
｜

任

苔

均

l孟

じ

め

牧
野
信

（
一
八
九
六

i
一
九
三
六
）
が
「
新
潮
」
に
所
謂
「
父
親
小
説
」
の
第
一
作
「
熱
海
へ
」
を
発
表
し
た
の
は
、

九

年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
以
後
、
「
地
球
儀
」
（
一
九
二
三
・
七
「
文
芸
春
秋
』
）
、
「
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ー
ト
」
（
一
九
二
四
・
一

『
新
潮
」
）
、

そ
し
て
「
父
を
売
る
子
」
（
一
九
二
四
・
五
「
新
潮
』
）
、
さ
ら
に
「
父
の
百
ヶ
目
前
後
」
（
一
九
二
四
・
一

O
「
中
央
公
論
』
）
に
至
る

一
連
の
「
父
親
小
説
」
を
発
表
し
、
次
第
に
新
進
作
家
と
し
て
の
地
位
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
過
去
牧
野
の
小

（

1）
 

説
は
、
例
え
ば
種
村
季
弘
氏
の
「
傍
流
の
変
格
私
小
説
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ー
・
ポ
ヱ
ッ
ト
」
と
い
う
指
摘
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
多
少

ま
で
、

と
も
諸
家
か
ら
軽
視
さ
れ
、
研
究
も
遅
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
い
う
酷
評
の
現
状
と
批
評
自
体
の
貧
困
は
、
「
父
親
小
説
」
を
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め
ぐ
る
〈
編
屈
〉
し
た
「
私
小
説
」
的
観
点
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
新
し
い
観
点
か
ら
再
考
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

さ
て
、
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
群
を
再
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
、
同
時
代
に
韓
国
で
作
家
活
動
を
し
て
い
た
席
配
膨
（
一
八
九
七
！
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一
九
六
三
）
の
文
学
と
比
べ
て
み
る
の
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
想
渉
は
、

一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
八
年
ま
で
の
六
年
間

日
本
に
留
学
し
、

一
九
二

O
年
帰
国
し
て
、
自
然
主
義
文
学
の
代
表
作
で
あ
る
「
標
本
室
の
青
蛙
」
（
一
九
二
一
）
や
「
墓
地
」
（
一
九

二
四
、
後
に
「
万
歳
前
」
に
改
題
出
版
）
等
の
作
品
を
著
わ
し
た
。
彼
は
一
九
二
六
年
一
月
、
日
本
文
壇
へ
の
進
出
を
目
指
し
て
再
び

日
本
に
渡
る
が
、
そ
の
夢
は
失
敗
に
終
わ
り
、
二
年
後
の
一
九
二
八
年
、
韓
国
に
戻
っ
て
き
た
。
乙
の
二
度
目
の
日
本
滞
在
期
を
経
て
、

リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
に
よ
る
父
子
小
説
『
三
代
』
を
『
朝
鮮
日
報
』
（
一
九
一
三
・
一
・
一
l
l
九
・
一
七
）
に
連
載
す
る
こ
と
に
な
る
。

想
渉
の
二
度
目
の
日
本
滞
在
期
と
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
群
の
発
表
時
期
と
の
聞
に
は
若
干
ず
れ
が
あ
る
が
、
想
渉
が
牧
野
の
と
れ

（

2）
 

ら
の
諸
作
品
に
影
響
さ
れ
た
可
能
性
も
十
分
考
え
得
る
。
現
に
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
群
を
一
つ
に
結
ん
で
み
る
と
、
統
一
し
た
筋
を

持
つ
一
冊
の
見
事
な
長
編
小
説
に
変
貌
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
作
品
の
「
不
在
と
し
て
の
父
」
「
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
た
父
」
「
母
と
不

（

3）
 

仲
な
父
」
、
さ
ら
に
「
妾
を
囲
う
父
」
等
々
の
事
柄
の
象
徴
す
る
、
家
族
と
い
う
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
父
親
像
と
そ
の
放
蕩
の
様
子

は
、
「
三
代
』
か
ら
も
同
様
に
見
曲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
の
影
響
関
係
の
可
能
性
を
提
言
し
、
そ
れ
を
視
野
に

入
れ
つ
つ
、
同
時
代
の
日
韓
近
代
文
学
に
お
け
る
父
子
関
係
の
一
断
面
を
突
き
止
め
た
い
と
思
う
。

〈
父
の
不
在
v

と
〈
捨
子
〉
意
語

「
父
の
百
ヶ
目
前
後
」
は
、
言
わ
ば
「
父
親
小
説
」
群
の
最
終
章
の
性
格
を
有
す
る
作
品
で
あ
る
。
少
し
前
後
す
る
が
、
小
説
全
体

像
の
理
解
の
た
め
に
先
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
特
に
「
父
の
百
ヶ
日
前
後
」
は
牧
野
の
「
中
央
公
論
』
登
載
の
第
一
作
で
、

（

4）
 

「
父
親
小
説
」
の
中
で
も
想
渉
が
触
れ
た
可
能
性
の
高
い
小
説
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
父
の
死
後
、
家
の
こ
と
で
母
や
叔
父
に

対
立
す
る
主
人
公
の
苦
悩
が
次
の
文
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。



「
真
剣
」
と
か
「
緊
張
」
と
か
「
深
刻
」
と
か
い
ふ
文
学
的
熟
語
に
当
て
は
ま
る
や
う
な
経
験
を
持
っ
た
こ
と
の
な
い
彼
は
、

一
寸
夢
見
心
地
に

な
っ
て
自
分
の
現
在
の
境
遇
を
客
観
し
て
見
た
り
し
た
。
ー
l
父
の
急
死
か
ら
一
家
の
気
分
が
支
離
滅
裂
に
な
り
、
長
男
が
慌
て
ふ
た
め
く
こ
と
、

彼
の
細
君
が
露
骨
に
彼
の
母
に
反
抗
し
始
め
た
こ
と
、
母
は
自
分
の
兄
弟
達
と
相
計
っ
て
愚
か
な
長
男
を
排
斥
し
て
善
良
な
弟
を
擁
立
し
よ
う
と

す
る
こ
と
、
長
男
が
嫉
妬
心
を
起
す
こ
と
、
そ
し
て
彼
は
父
の
馴
染
だ
っ
た
お
茶
屋
に
細
君
と
共
々
滞
留
し
て
、
お
蝶
達
を
集
め
て
不
平
を
鳴
し

牧野信ーの「父親小説j群と廉想渉の『三代』

て
ゐ
る
こ
と
｜
｜
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
見
る
と
彼
は
、
今
更
の
や
う
に
自
分
が
「
非
常
」
な
境
遇
に
面
接
し
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
小
説
と
か
芝
居
と
か
に
見
る
「
悩
め
る
主
人
公
」
に
自
ら
を
見
立
て
へ
白
ら
一
深
刻
」
な
つ
も
り
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
て
安
価
な

（

5）
 

感
情
を
煽
り
た
て
た
。
（
問
）

右
の
文
に
は
、
主
人
公
の
境
遇
や
心
境
が
一
目
瞭
然
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
要
約
し
て
み
る
と
、

a
父
の
急
死
に
よ
っ
て

家
の
秩
序
が
崩
壊
し
て
い
る
中
で
、

b
家
の
人
間
達
の
醜
悪
な
姿
を
目
撃
す
る
主
人
公
「
彼
」
は
、

C
今
ま
で
一
度
も
人
生
の
苦
境
に

立
っ
た
こ
と
が
な
い
が
、

d
自
分
の
境
遇
を
客
観
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
や
芝
居
に
見
る
「
悩
め
る
主
人
公
」
を
演
じ
て

い
る
自
分
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
「
三
代
』
に
も
こ
れ
に
類
似
し
た
内
容
の
一
節
が
あ
る
。

ト
ツ
キ

徳
基
は
寝
そ
べ
っ
て
世
の
中
が
つ
ら
い
と
思
っ
た
。
二
十
三
歳
に
な
る
ま
で
人
生
の
苦
労
と
い
っ
て
も
風
邪
ぐ
ら
い
で
、
そ
れ
以
外
は
小
説
や

ピ
ョ
ン
プ
ァ

嫡
華
の
生
活
を
通
し
て
し
か
知
ら
な
か
っ
た
こ
の
青
年
は
、
私
生
活
や
家
庭
内
の
問
題
で
世
の
中
が
う
る
さ
い
と
か
つ
ら
い
と
か
思
っ
た
の
は
、

恐
ら
く
今
日
が
初
め
て
だ
ろ
う
。
母
が
愚
痴
を
零
す
の
で
つ
ら
い
気
持
ち
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
ま
で
世
帯
の
遣
り
繰
り
と
い
う
も

の
や
、
家
族
の
不
平
と
い
う
も
の
を
責
任
の
な
い
立
場
で
眺
め
て
い
た
が
、
急
に
自
分
を
中
心
に
変
わ
っ
て
、
自
分
に
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
、

自
分
も
そ
の
中
に
捲
き
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
つ
ら
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
責
任
を
負
っ
て
い
て
も
自
分
の
カ
で
は
何
一
つ
解
決

31 

で
き
な
い
の
で
、
落
ち
込
ん
で
、
つ
ら
い
思
い
ば
か
り
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
中
略
）



32 

（

6）
 

｜
｜
お
祖
父
さ
ん
が
も
っ
と
長
生
き
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
所
帯
を
受
け
持
つ
お
兄
さ
ん
で
も
い
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
！
・
・
・

主
人
公
の
徳
基
は
、
祖
父
の
死
後
、
酒
と
女
と
博
打
に
溺
れ
、
さ
ら
に
麻
薬
に
ま
で
予
を
出
し
て
い
る
放
蕩
者
の
父
相
勲
に
代
わ
っ

て
家
の
経
営
を
任
さ
れ
、
苦
悩
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
文
の
内
容
を
先
に
引
い
た
「
父
の
百
ヶ
目
前
後
」
の
文
の
内
容
と
比

べ
て
み
よ
う
o
r
祖
父
の
疑
惑
的
な
死
に
よ
っ
て
一
家
の
秩
序
が
崩
壊
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ザ
父
の
代
わ
り
に
徳
基
が
家
長
権
を
引

き
継
い
で
、
家
の
経
営
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
引
用
文
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
、
そ
こ
に
は
財
産
配
分
を
め
ぐ
っ
た
祖
父
の
妾
水
原
チ

プ
や
親
類
に
よ
る
祖
父
毒
殺
事
件
や
、
博
打
の
費
用
の
た
め
に
金
庫
を
壊
し
て
土
地
所
有
権
利
書
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
偽
造
し
た
嫌

疑
で
警
察
に
逮
捕
さ
れ
る
父
相
勲
の
醜
態
な
ど
に
見
ら
れ
る
家
中
の
騒
動
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
。

ピ
今
ま
で
人
生
の
苦
労
を
殆
ど

経
験
し
て
い
な
い
徳
基
に
と
っ
て
、

ぜ
そ
れ
は
小
説
や
社
会
主
義
者
で
あ
る
友
人
の
嫡
華
を
通
し
て
し
か
見
ら
れ
ぬ
他
人
事
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
本
稿
で
引
用
し
た
箇
所
だ
け
見
て
も
、
両
作
品
の
構
造
、
題
材
、
主
人
公
の
境
遇
等
に
は
類
似
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。

さ
て
、
想
渉
の
「
三
代
』
と
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
群
は
、
共
通
し
て
父
が
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
り
、
西
欧
社
会
的
現
実
に
執
着

し
た
あ
げ
く
、
家
か
ら
疎
外
さ
れ
る
羽
田
に
な
る
様
子
を
描
出
し
て
い
る
。
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
の
父
は
母
と
の
不
利
が
原
因
で
家

を
出
て
お
り
、
想
渉
の
『
三
代
』
の
父
相
勲
は
教
会
の
長
老
で
あ
る
こ
と
を
口
実
に
法
事
を
拒
否
し
、
祖
父
と
の
口
論
の
末
に
家
か
ら

追
い
出
さ
れ
、
遺
産
相
続
に
お
い
て
も
不
当
な
待
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
家
の
大
黒
柱
た
る
父
が
家
族

の
枠
組
み
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
〈
父
の
不
在
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
軸
に
小
説
は
展
開
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
主
人
公
は
自
我
の

覚
醒
の
道
を
模
索
す
る
。
現
に
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
で
父
が
家
を
出
て
妾
を
囲
う
こ
と
や
、
父
の
死
が
も
た
ら
す
家
中
の
騒
動
は
、

『
三
代
」

の
祖
父
の
急
死
や
、
そ
の
祖
父
と
の
口
論
の
末
に
家
を
追
い
出
さ
れ
、
二
人
目
の
妾
を
囲
う
放
蕩
者
の
父
の
存
在
に
よ
る
家

庭
の
不
和
の
様
子
と
比
べ
る
と
興
味
深
い
が
、
こ
う
い
う
点
か
ら
、
両
作
品
の
中
で
は
父
或
い
は
父
性
的
モ
デ
ル
の
不
在
と
い
う
問
題



が
最
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
彼
ら
は
「
厳
格
な
家
父
長
で
あ
る
よ
り
は
は
る
か
に
夢
想
家
肌
の
遊
蕩
児
」

で
あ
り
、
封
建
的
家
族
制
度
の
解
体
者
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
父
の
不
在
は
少
し
大
げ
さ
に
言
う
と
、

（

8）
 

〈
捨
子
〉
意
識
を
抱
か
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
〈
父
の
不
在
〉
に
よ
り
〈
捨
子
〉
の
運
命
を
負
わ
さ
れ
た

主
人
公
の
内
面
に
一
種
の

主
人
公
に
と
っ
て
、
父
親
の
真
相
を
把
握
す
る
の
は
自
我
の
覚
醒
に
つ
な
が
る
道
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
真
の
父
と
の
出
逢
い
を
実
現

牧野信ーの［父親小説」群と廉想渉の『三代j

し
て
こ
そ
、
初
め
て

〈
捨
子
〉
意
識
を
逃
れ
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

牧
野
の
最
初
の

「
父
親
小
説
」
で
あ
る
「
熱
海
へ
」
は
、
妾
宅
に
居
続
け
る
父
と
不
和
な
母
を
仲
直
り
さ
せ
よ
う
と
奔
走
す
る
主
人

公
の
心
境
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
父
と
は
「
酒
に
酔
っ
た
時
で
な
い
限
り
殆
ど
言
葉
を
交
さ
な
い
」
主
人
公
は
、
「
面
と
ぶ

っ
か
つ
て
は
彼
は
「
お
父
さ
ん
」
な
ど
h

呼
び
掛
け
た
こ
と
も
無
い
位
ひ
だ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
面
に
深
い
傷
痕
と
し
て
残
つ

て
い
る
〈
捨
子
〉
意
識
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
真
の
父
と
の
出
逢
い
を
実
現
し
て
い
な
い
。
「
彼
」
の
悩
み
の
真
相
は
次
の
一
節
に
現
れ
て

、且唱ム、，
O

L
・
4

彼
は
、
寂
し
い
イ
ヤ
な
気
が
し
た
。
グ
ロ
テ
ス
ク
な
不
愉
快
を
覚
え
た
。
つ
い
此
頃
に
な
っ
て
初
め
て
彼
、
た
け
が
知
っ
た
未
だ
見
た
こ
と
も
な
い

混
血
児
の
妹
の
こ
と
な
ど
考
へ
た
。

（
中
略
）
ど
ん
な
意
味
で
h

も
小
説
の
や
う
な
事
柄
は
自
分
の
周
囲
に
は
決
し
て
無
い
如
く
思
っ
て
ゐ
た
の
に
、
滑
稽
な
程
様
々
な
然
も
不
快
な

事
が
あ
る
ら
し
い
。
｜
｜
彼
は
斯
ん
な
風
に
ぼ
ん
や
り
考
へ
た
り
し
た
。
そ
の
う
ち
に
彼
は
、
斯
う
し
て
坐
っ
て
、
何
か
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考

へ
た
り
し
て
ゐ
る
自
分
自
身
の
存
在
と
い
ふ
も
の
が
、
極
め
て
不
気
味
な
存
在
の
や
う
な
気
に
な
っ
て
、
終
ひ
に
は
妙
な
恥
し
さ
を
覚
え

た
。
（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ

33 

こ
こ
に
は
父
が
外
国
で
作
っ
た
異
母
妹
の
存
在
に
よ
っ
て
、
父
へ
の
失
望
と
憎
悪
の
念
に
駆
ら
れ
る
主
人
公
の
内
面
が
よ
く
描
か
れ
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（

9）
 

て
い
る
。
こ
う
い
う
父
の
類
廃
の
姿
を
見
抜
い
た
「
彼
」
が
、
「
不
快
」
或
い
は
「
恥
し
さ
」
と
い
う
感
情
を
覚
え
る
の
は
、
潜
在
的

に
持
ち
続
け
て
い
た
〈
捨
子
〉
意
識
が
顕
在
化
す
る
過
程
に
お
け
る
内
面
の
変
化
に
よ
る
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
異
母
妹
の
こ

と
を
背
景
に
し
た
父
と
の
関
係
は
、
「
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ー
ト
」
に
よ
り
具
体
化
し
て
現
れ
る
。
小
説
の
冒
頭
に
「
彼
は
、
偶
然
ず
っ
と

前
か
ら
自
分
に
混
血
児
の
妹
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
た
。
無
論
、
そ
れ
を
知
っ
て
以
来
も
う
五
六
年
に
も
な
る
が
妹
を
見
た

と
と
も
な
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
熱
海
へ
」
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
。
「
彼
」
の
書
い
た
小
説
が
父
の
目
に
触
れ
て
怒
り
を
買

う
が
、
遂
に
「
も
っ
と
皮
肉
で
痛
快
な
厭
が
ら
せ
を
や
っ
て
や
り
た
い
」
（
二
）
と
思
っ
て
、
混
血
児
の
妹
の
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ー
ト
を

「
父
の
掘
立
小
屋
に
何
気
な
く
置
き
忘
れ
て
来
て
や
ら
う
」
（
五
）
と
企
む
。
と
こ
ろ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
群

ア
イ
ヂ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ク
イ
シ
ョ
ン

の
主
人
公
は
、
無
意
識
中
に
こ
う
い
う
放
蕩
の
父
に
自
分
を
同
一
化
し
よ
う
と
す
る
。
「
父
を
売
る
子
」
に
登
場
す
る
芸
者
と
の
関
係

が
そ
れ
で
あ
る
。
主
人
公
の
「
彼
」
は
、
父
の
と
こ
ろ
に
行
乙
う
と
妻
周
子
に
口
実
を
作
っ
て
家
を
出
掛
け
る
が
、
実
は
そ
乙
に
は

「
十
日
ば
か
り
前
父
と
一
処
の
席
で
出
会
っ
た
若
い
ト
ン
子
と
称
ふ
芸
者
が
好
き
に
な
っ
て
、
ま
た
ト
ン
子
に
会
へ
る
と
思
っ
て
内
心

大
い
に
喜
ん
で
ゐ
た
の
だ
っ
た
」
（
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
別
に
下
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
父
の
放
蕩
に
「
不
快
」

を
覚
え
な
が
ら
も
そ
の
父
の
姿
を
踏
襲
し
て
し
ま
う
と
い
う
主
人
公
の
矛
盾
し
た
態
度
は
、
長
年
に
渡
る
〈
父
の
不
在
〉
に
よ
り
無
意

識
の
レ
ベ
ル
に
潜
在
化
し
て
き
た
〈
捨
子
〉
意
識
が
、
父
の
頚
廃
の
姿
を
目
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
旦
覚
醒
し
、
意
識
の
レ
ベ
ル
に

顕
在
化
し
て
父
へ
の
報
復
を
謀
る
が
、

一
方
で
は
父
と
の
関
係
の
悪
化
を
恐
れ
る
心
理
が
働
き
、
そ
の
一
切
の
〈
捨
子
〉
意
識
に
よ
る

葛
藤
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
形
と
し
て
取
ら
れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
父
の
真
相
を
把
握
で
き
ず
、
た
だ
父
の
放
蕩
の

姿
を
模
倣
す
る
と
い
う
一
種
の
退
行
を
演
じ
る
主
人
公
に
、
ま
だ
自
我
の
確
立
の
姿
は
見
え
な
い
。

さ
て
、
『
三
代
』
に
も
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
群
に
見
ら
れ
る
父
へ
の
視
線
が
同
様
に
現
れ
て
い
る
。
父
相
勲
は
二
年
間
の
ア
メ
リ



カ
留
学
を
終
え
て
、
帰
国
し
て
は
種
々
の
社
会
事
業
に
取
り
掛
か
る
。
そ
の
過
程
で
、
あ
る
独
立
志
士
の
家
庭
の
面
倒
を
見
、
志
士
の

ホ
ン
キ
ヨ
ン
ヱ

死
後
、
そ
の
娘
洪
敬
愛
と
不
倫
に
踊
っ
て
子
供
ま
で
作
る
が
、
彼
女
を
見
捨
て
て
し
ま
う
。

し
か
し
父
を
敬
う
気
持
が
強
く
な
る
に
つ
れ

一
方
で
は
父
を
憎
む
感
情
が
起
こ
っ
て
来
た
。
親
子
の
情
理
よ
り
も
父
に
対
し
て
人
格
的
に
尊
敬

で
き
な
い
と
い
う
不
快
な
感
情
が
突
然
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
。
と
同
時
に
母
と
敬
愛
も
可
哀
相
に
思
わ
れ
た
。
死
ん
だ
の
か
生
き
て
い
る
の
か

牧野信ーの「父親小説」群と廉想、渉の『三代』

知
る
術
も
な
い
敬
愛
の
産
ん
、
だ
娘
ー
ー
ま
だ
会
っ
た
こ
と
も
な
い
妹
、
そ
し
て
自
分
達
兄
妹
ま
で
不
幸
で
哀
れ
に
思
わ
れ
た
。
（
三
O
頁）

実
は
徳
基
は
、

つ
い
昨
日
あ
る
お
で
ん
屋
で
働
い
て
い
る
敬
愛
に
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
父
と
向
か
い

合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
を
尊
敬
で
き
な
い
と
い
う
「
不
快
」
な
感
情
は
、
「
熱
海
へ
」
や
「
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ー
ト
」
で
父
の
秘
密

を
看
取
し
て
し
ま
っ
た
主
人
公
の
感
情
に
等
し
い
が
、
そ
れ
は
父
の
放
蕩
の
血
に
正
面
か
ら
遭
遇
す
る
瞬
間
に
感
じ
る
、
自
分
の
存
在

を
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
侮
蔑
の
感
情
に
他
な
ら
な
い
。
「
自
分
達
兄
妹
ま
で
不
幸
で
哀
れ
に
」
思
う
徳
基
と
、
自
分
の
存
在
に
「
不
気

昧
」
さ
や
、
「
恥
し
さ
」
を
覚
え
る
「
熱
海
へ
」
の

「彼」

の
感
情
に
は
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
徳
基
は
祖
父
と
自
分
の
中
に
挟
ま
っ
て
「
封
建
時
代
か
ら
今
の
時
代
に
渡
っ
て
来
る
一
本
橋
の
真
ん
中
辺
り
に
立
っ
て

一
方
で
は
哀
れ
な
思
い
、
同
情
心
が
起
こ
る
」
（
一
二

い
る
」
父
の
境
遇
を
理
解
し
、
「
だ
か
ら
父
に
対
し
て
反
感
が
起
こ
り
な
が
ら
も
、

六
頁
）

と
も
語
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ー
ト
」
に
も
主
人
公
が
母
と
不
仲
な
父
に
「
同
情
」
す
る
場
面
が
見
出
さ
れ

る
。
鈴
木
貞
美
氏
は
牧
野
信
一
の
小
説
に
現
れ
る
こ
う
い
う
主
人
公
の
心
理
状
態
に
つ
い
て
「
父
へ
の
断
罪
は
、
母
の
側
に
身
を
寄
せ

（叩）

の
倫
理
に
相
対
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
分
裂
」
と
い
う
論
考
を
提
示
し

た
〈
家
〉

の
倫
理
に
拠
つ
て
な
さ
れ
、
父
へ
の
同
情
は
〈
家
〉

て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
三
代
』
に
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
そ
こ
に
は
、
母
が
「
家
」

の
倫
理
を
代
表
し
て
い
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る
牧
野
の
小
説
に
対
し
て
、
「
三
代
』
は
祖
父
が
封
建
的
思
想
を
代
表
し
、
そ
の
影
の
領
域
に
母
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
ウ
ェ
ー
ト
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の
差
は
存
在
す
る
。
と
は
い
え
、
「
三
代
』
や
「
父
親
小
説
」
群
の
主
人
公
の
「
不
快
」
と
い
う
感
情
が
、
こ
う
い
う
「
家
」
の
イ
デ

ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

オ
ロ
ギ
ー
を
背
景
に
し
た
、
〈
愛
憎
両
極
〉
の
感
情
を
喚
起
さ
せ
る
存
在
と
し
て
の
父
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
確
か
で

あ
る
。そ

の
後
徳
基
は
、
敬
愛
の
家
に
招
待
さ
れ
、
自
分
の
妹
に
会
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
父
と
の
対
話
の
中
に
備
然
敬
愛
の
話
題
が
出
て

く
る
と
、
徳
基
は
父
の
過
ち
を
詰
問
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
父
相
勲
は
、
「
あ
の
子
は
俺
の
子
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
」
（
一

O
二
頁
）
と
反

駁
し
、
責
任
を
回
避
す
る
。
家
長
と
し
て
の
〈
権
力
〉
を
持
た
な
い
相
勲
は
、
父
と
し
て
の
〈
権
威
〉
さ
え
失
墜
し
て
し
ま
う
。
子
に

（旦

対
し
て
「
文
化
的
規
範
的
秩
序
の
代
表
者
」
で
あ
り
、
「
そ
の
伝
達
に
努
め
る
存
在
」
た
る
父
の
漂
流
に
よ
っ
て
、
人
生
の
手
本
を
喪

失
し
て
し
ま
っ
た
徳
基
は
、
父
と
同
様
の
運
命
に
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
演
ず
る
。
と
い
う
の
は
、
徳
基
も
父
相
勲
と
同

様
に
あ
る
独
立
志
士
の
家
庭
の
面
倒
を
見
る
が
、
志
士
の
死
を
契
機
に
そ
の
娘
ピ
ル
ス
ン
と
不
倫
の
恋
に
落
ち
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
想
渉
の
『
三
代
』
と
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
群
の
主
人
公
は
、
父
の
頚
廃
の
姿
を
反
復
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
面
に
は
父

の
姿
に
自
分
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
捨
子
〉
意
識
を
払
拭
し
、
父
と
の
関
係
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
願
望
が
潜
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

母
の
幻
影
か
ら
の
逃
避
｜
｜
父
と
の
遡
遁

牧
野
の
掌
編
「
地
球
儀
」
は
研
究
家
た
ち
に
さ
え
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
作
品
で
あ
る
が
、
父
子
関
係
の
一
つ
の
原
点
に
な
る

作
品
で
あ
る
と
い
う
点
で
見
逃
せ
な
い
。
乙
の
小
説
は
、
地
球
儀
に
纏
わ
る
幼
年
期
の
思
い
出
を
題
材
に
し
た
短
編
を
書
き
か
け
て
い

た
主
人
公
純
一
が
、
祖
父
の
十
七
年
の
法
要
に
際
し
て
母
の
家
主
一
っ
て
く
る
が
、
備
然
母
が
そ
の
地
球
儀
を
見
つ
け
出
し
た
こ
と
か



ら
、
そ
の
小
説
の
こ
と
を
喚
起
す
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
放
蕩
者
の
父
は
、
祖
父
の
法
要
に
際
し
で
も
家
に
帰
ら
な
い
。
法

要
の
日
に
母
と
叔
父
と
の
聞
に
は
純
一
の
話
題
が
持
ち
出
さ
れ
、
そ
の
時
叔
父
が
酒
を
飲
む
純
一
の
こ
と
を
「
や
っ
ぱ
り
系
統
か
し
ら
」

と
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
酒
と
い
う
対
象
を
通
し
て
父
か
ら
子
に
流
れ
伝
わ
る
放
蕩
の
血
を
見
出
そ
う
と
す
る
作
家
の
意
図
が
読
み

取
れ
る
。
そ
こ
に
は
こ
の
小
説
の
冒
頭
に
出
て
く
る
「
も
う
お
父
さ
ん
の
事
は
あ
て
に
な
ら
な
い
よ
。
あ
の
年
に
な
っ
て
の
事
だ
も
の
」

牧野信ーの「父親小説J群と廉想渉の『三代』

と
愚
痴
を
こ
ぼ
す
母
の
言
説
が
下
敷
き
と
し
て
あ
る
。
即
ち
、
「
こ
れ
は
父
の
放
蕩
を
意
味
す
る
の
だ
っ
た
」
と
い
う
地
の
文
に
解
き

明
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
放
蕩
の
血
の
継
承
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
母
親
に
よ
っ
て
覚
醒
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

「
父
親
小
説
」
群
の
父
の
洋
行
に
は
、
因
循
姑
息
な
家
風
へ
の
反
発
と
共
に
母
と
の
不
和
が
原
因
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

特
に
「
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ー
ト
」
に
は
そ
の
原
因
を
母
と
の
不
利
に
帰
す
る
箇
所
が
見
出
さ
れ
る
。

「
で
も
妾
は
、
お
母
さ
ん
と
一
処
に
暮
す
こ
と
も
御
免
だ
わ
。
」

「
そ
り
ゃ
ァ
、
さ
う
だ
ら
う
。
」
と
彼
は
、
易
々
と
点
頭
い
た
。
彼
は
、
細
君
の
場
合
と
は
別
な
意
味
か
ら
で
も
、
い
ろ
い
ろ
母
の
嫌
な
性
質
を
、

そ
れ
は
も
う
幼
少
の
頃
か
ら
秘
か
に
認
め
て
ゐ
た
。
時
々
彼
は
、
父
が
外
国
へ
な
ど
行
っ
た
原
因
は
母
に
あ
る
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
知
ら
？
と
思
っ

た
り
、
ま
た
変
に
武
士
の
娘
を
気
取
っ
て
堪
ら
な
い
切
り
口
上
で
亭
主
を
説
伏
さ
せ
ゃ
う
と
し
た
り
す
る
様
な
ど
を
眺
め
る
と
、
彼
は
ゾ
ツ
、
ソ
ツ

と
寒
け
を
覚
え
て
「
こ
れ
ぢ
や
親
父
の
奴
も
さ
ぞ
や
り
き
れ
ね
エ
だ
ら
う
。
」
と
父
に
同
情
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
（
二
）

乙
こ
で
主
人
公
の
母
に
対
し
て
密
か
に
抱
い
て
い
た
嫌
悪
感
は
、
父
へ
の
同
情
心
を
誘
う
種
と
な
っ
て
い
る
の
が
解
る
。
そ
れ
が

「
父
の
百
ヶ
目
前
後
」
で
は
、
父
の
死
後
母
や
叔
父
と
の
対
立
の
中
で
父
の
実
体
に
避
遁
し
、
や
が
て

〈
父
の
不
在
〉
と
い
う
現
実
を

乗
り
越
え
、
〈
捨
子
〉
意
識
を
払
拭
す
る
形
に
具
体
化
し
て
現
れ
る
。
主
人
公
の

「
彼
」
は
「
父
上
、
私
は
何
も
い
り
ま
せ
ん
、
私
は
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あ
な
た
の
凡
て
の
失
敗
を
有
り
難
く
思
っ
て
ゐ
ま
す
」
と
言
い
、
「
こ
の
世
に
在
る
こ
と
も
、
無
い
こ
と
も
、
そ
ん
な
区
別
は
も
う
止
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め
に
仕
様
、
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
！
」
（
四
）
と
言
っ
て
父
と
の
和
解
を
遂
げ
る
。
主
人
公
は
父
の
死
に
よ
る
実
体
の
喪
失
に
直
面
し
て
、

却
っ
て
父
の
実
体
に
触
れ
、
母
と
の
対
立
を
通
し
て
父
の
放
蕩
を
容
赦
し
か
っ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
う
と
う
〈
捨
子
〉
意
識
か

ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
想
渉
の

『
三
代
』
に
も
随
所
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
見
出
さ
れ
る
。
「
地
球
犠
」
の
主
人
公
の
父
と
同
様
に
、
『
一
ニ
代
』

の
父

相
勲
は
ア
メ
リ
カ
留
学
を
終
え
て
帰
国
す
る
が
、
祖
父
と
の
衝
突
の
た
め
、
家
を
出
て
い
る
。
そ
こ
に
祖
父
の
急
死
に
際
し
て
、
子
の

徳
基
が
家
督
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
徳
基
は
妾
を
囲
う
祖
父
と
父
の
放
蕩
の
姿
を
目
し
て
、
自
分
に
流
れ
る
堕
落
の
血
に

苦
闘
す
る
が
、
そ
の
呪
縛
を
抜
け
出
し
、
個
の
主
体
的
生
活
を
求
め
よ
う
と
奮
闘
す
る
。
と
こ
ろ
が
母
は
、
芸
者
遊
び
を
し
、
妾
を
囲

っ
て
い
る
夫
相
勲
の
放
蕩
の
姿
を
、
酒
と
い
う
対
象
を
通
し
て
、
子
の
徳
基
に
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
。
小
説
の
官
頭
で
酒
を
飲
ん
で
夜

中
に
帰
っ
て
き
た
徳
基
に
、
母
は
「
系
統
だ
か
ら
仕
方
な
い
こ
と
だ
け
ど
、
今
か
ら
お
酒
に
耽
る
と
い
け
な
い
じ
ゃ
な
い
の
」
（
三
一

頁
）
と
言
い
、
頭
廃
の
血
の
遺
伝
へ
の
懸
念
を
表
す
が
、
こ
う
い
う
「
三
代
』

の
母
の
視
線
は
「
地
球
儀
」

の
母
の
視
線
に
驚
く
ほ
ど

酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
母
の
懸
念
通
り
に
、
父
と
同
じ
運
命
に
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
徳
基
は
、
母
の
言
葉
に
戦
傑
を
覚
え
る
。

「
お
前
も
体
面
を
取
り
繕
わ
な
き
ゃ
。
い
く
ら
お
父
さ
ん
の
血
筋
で
も
、
何
と
ま
あ
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
商
人
風
情
の
娘
を
家
に
引
き
込
ん
で
ふ

ざ
け
て
い
る
の
。
お
前
も
こ
の
家
の
主
に
な
っ
た
体
面
を
取
り
繕
わ
な
き
ゃ
。
」

徳
基
は
ま
た
母
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
が
始
ま
っ
た
の
か
と
患
っ
て
黙
々
と
同
開
い
て
ば
か
り
い
た
が
、
「
お
父
さ
ん
の
血
筋
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
む
か

っ
と
し
て
突
然
反
感
が
起
こ
る
の
だ
っ
た
。
（
中
略
）

「
敬
愛
が
う
ち
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
始
ま
り
が
何
な
の
か
分
か
る
の
？
愛
国
志
士
の
彼
女
の
お
父
さ
ん
が
獄
中
で
重
病
に
様
っ
て
か
ら

出
て
来
て
、
ろ
く
に
薬
も
買
え
な
い
境
涯
を
同
情
し
て
助
け
て
や
っ
た
ら
、
そ
こ
に
得
た
り
賢
し
と
飛
び
つ
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
」
（
中
略
）



「
（
中
略
）
第
二
の
洪
敬
愛
じ
ゃ
な
く
て
何
だ
。
水
原
チ
プ
、
敬
愛
、
ウ
ィ
キ
ヨ
ン
、
そ
し
て
三
代
目
は
な
ん
て
い
う
あ
ま
な
の
。
ど
う
し
て
お

前
は
お
父
さ
ん
の
轍
を
踏
も
う
と
す
る
の
か
よ
。
」
（
三
六
八
頁
、
傍
点
原
文
）

徳
基
は
こ
の
母
の
言
説
か
ら
運
命
的
な
力
を
看
取
し
、
「
そ
こ
に
は
一
種
の
宿
命
的
な
恐
ろ
し
い
因
果
が
絡
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ

牧野信ーの「父親小説」群と廉想渉の『三代J

れ
て
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
」
（
三
七
三
頁
）
と
思
う
。
妾
敬
愛
を
見
捨
て
、
二
人
目
の
妾
を
囲
う
父
相
勲
や
、
嫁
よ
り
も
若
い
水
原
チ

チ
ョ
ウ
ィ
ク
ァ
ン

プ
と
い
う
妾
を
囲
っ
て
い
た
祖
父
越
議
官
の
類
廃
の
姿
は
、
徳
基
に
一
種
の
遺
伝
と
い
う
運
命
を
感
知
さ
せ
る
に
は
十
分
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
も
父
が
敬
愛
に
近
づ
く
過
程
と
、
徳
基
が
ピ
ル
ス
ン
に
近
づ
く
過
程
は
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
徳
基
が
そ
の

呪
縛
を
逃
れ
る
に
は
、
何
よ
り
も
父
の
放
蕩
の
意
味
を
突
き
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
の
真
相
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白

分
と
父
と
の
関
係
を
放
蕩
の
血
と
い
う
名
の
下
に
拘
束
す
る
運
命
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
「
お
父
さ
ん

ー
お
父
さ
ん
も
可
哀
相
だ
。
時
代
的
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
所
為
も
あ
る
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
「
人
間
の
運
命
や
ら
宿
命
や
ら
星
回

り
や
ら
と
い
う
の
は
、
結
局
性
格
に
よ
る
も
の
。
性
格
、
そ
れ
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ
」
（
三
七
一
頁
）
と
い
う
結
論
を
下
し
、
遺
伝

の
呪
縛
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
後
徳
基
は
ピ
ル
ス
ン
の
父
の
死
に
際
し
て
、
や
が
て
「
親
父
も
俺
も
金
持
ち
の
子
孫
で
あ
る
と
い

う
共
通
点
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
何
か
宿
命
的
な
一
致
が
あ
る
筈
は
な
い
」
（
四
一
七
頁
）

と
思
い
、
遺
伝
と
い
う
呪
縛
を
逃
れ
、

自
分
の
性
格
や
思
想
や
感
情
の
通
り
に
や
っ
て
い
こ
う
と
決
意
し
な
が
ら
、
ピ
ル
ス
ン
を
「
第
二
の
敬
愛
」
と
言
っ
た
母
の
言
葉
を
強

く
否
認
す
る
。
近
代
的
自
我
に
目
覚
め
た
徳
基
は
、
「
金
の
な
い
徳
基
」
（
同
頁
）
と
し
て
ピ
ル
ス
ン
の
う
ち
の
お
悔
や
み
に
行
こ
う
と

決
心
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
父
の
堕
落
の
姿
も
容
赦
し
、
父
の
放
蕩
の
血
と
い
う
呪
縛
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
。

こ
う
い
う
徳
基
の
自
我
確
立
の
過
程
は
、
父
相
勲
が
自
分
の
夢
と
は
裏
腹
に
、
祖
父
趨
議
官
と
同
じ
く
妾
を
囲
い
、
博
打
と
麻
薬
に

39 

奔
る
と
い
う
破
滅
的
な
生
活
に
見
ら
れ
る
、

一
種
の
祖
父
へ
の
報
復
行
為
と
比
較
し
て
み
る
と
対
照
的
な
様
相
を
呈
す
る
。
徳
基
は
祖
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父
の
死
と
ピ
ル
ス
ン
の
父
の
死
と
い
う
間
接
的
な
〈
父
の
死
〉
を
通
し
て
父
と
の
避
遁
を
遂
げ
る
が
、
こ
れ
を
「
父
の
百
ヶ
目
前
後
」

の
「
彼
」
が
実
際
の
〈
父
の
死
〉
に
遭
遇
し
て
父
と
の
和
解
に
至
る
場
面
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
前
世
代
の
〈
死
〉
よ
り
次
の
世

代
へ
の
企
再
生
〉
と
い
う
歴
史
的
変
遷
の
テ
1
マ
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
背
後
に
は
、
古
風
な
精
神
を
押
し
付
け
よ

う
と
す
る
母
に
対
立
し
て
父
を
理
解
し
、
父
と
の
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
蕗
子
〉
意
識
を
逃
れ
、
自
我
の
成
長
を
遂
げ
る

と
い
う
共
通
点
が
見
曲
さ
れ
る
。
厳
父
と
慈
母
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
な
親
子
関
係
と
は
程
遠
い
、
家
か
ら
疎
外
さ
れ
権
力
は
勿

論
の
こ
と
権
威
ま
で
喪
失
し
た
父
と
〈
厳
母
〉
の
姿
を
蔵
し
て
い
る
両
作
家
の
作
品
か
ら
、
母
の
幻
影
と
い
う
呪
縛
を
逃
れ
、
真
の
父

と
の
避
遁
を
遂
げ
る
主
人
公
の
内
面
世
界
の
道
程
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
イ
ニ
シ
エ

1
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、

主
人
公
は
自
我
の
拡
充
に
向
か
っ
て
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

ま

と

め

牧
野
の
「
父
親
小
説
」
と
想
渉
の
「
三
代
』
は
、
父
の
不
在
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、
放
蕩
者
の
父
を
反
復
す
る
主
人
公
を
設
定
し
、

家
の
人
間
関
係
の
中
で
、
遂
に
は
自
我
の
覚
醒
に
至
る
過
程
を
描
出
し
て
い
る
。
牧
野
の
「
父
親
小
説
」
に
登
場
す
る
父
や
想
渉
の

「
三
代
』
の
父
相
勲
が
放
蕩
に
奔
る
姿
は
、

一
種
の
過
渡
期
的
人
物
の
典
型
と
も
言
え
る
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
〈
家
〉
と
い
う
制
度

の
破
壊
或
い
は
家
族
の
崩
壊
と
い
う
時
代
相
の
片
鱗
も
窺
わ
れ
る
。
〈
父
の
不
在
〉
の
た
め
、
潜
在
意
識
の
中
に
〈
捨
子
〉
意
識
を
抱

い
て
い
た
主
人
公
達
は
、
真
の
父
と
の
出
逢
い
を
実
現
し
、
父
と
の
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葛
藤
を
乗
り
越
え
、
人
間
的

成
長
へ
の
道
を
模
索
す
る
。
彼
ら
は
母
の
盲
目
的
な
宿
命
論
に
よ
っ
て
放
蕩
の
血
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
母
の
言
説
に

よ
る
呪
縛
を
逃
れ
、
父
を
理
解
し
、
自
我
の
拡
充
を
目
指
し
て
一
歩
を
踏
み
出
す
。
し
か
し
、
「
三
代
』
の
徳
基
が
家
督
を
相
続
し
、



一
家
の
騒
動
の
後
始
末
に
奔
走
す
る
こ
と
や
、
「
父
親
小
説
」
群
の
主
人
公
が
母
や
親
戚
と
の
関
係
に
苦
し
む
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う

の
で
あ
る
。

に
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
す
べ
て
所
詮
「
家
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
も
の
を
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
時
代
的
限
界
を
露
呈
し
て
い
る

牧野信ーの「父親小説」群と廉想渉の『三代』

注
（1
）
種
村
季
弘
「
牧
野
信
一
母
か
ら
の
逃
走
」
（
「
国
文
学
』
一
九
七
四
年
六
月
号
）
、
八
一
頁
。

（2
）
想
渉
の
二
度
目
の
来
日
よ
り
一
年
余
前
の
一
九
二
四
年
八
月
、
牧
野
の
初
め
て
の
作
品
集
「
父
を
売
る
子
』
が
、
新
潮
社
の
「
新
進
作

家
叢
書
」
の
第
四
十
編
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
ま
た
十
月
に
は
「
父
の
百
ヶ
日
前
後
」
が
、
当
時
の
有
力
な
雑
誌
で
あ
る
「
中
央
公
論
』
に

イ
ー
ヴ
ル
ン
ノ
ニ
ム
ス

掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
也
、
「
『
悪
』
の
同
意
語
」
（
一
九
二
五
・
四
）
、
「
鏡
地
獄
」
（
一
九
二
五
・
九
）
、
「
毒
気
」
（
一
九
二
六
・
一
）
、

「
蔭
・
ひ
な
た
」
（
一
九
二
六
・
五
）
等
の
作
品
を
続
け
て
「
中
央
公
論
』
に
発
表
し
、
そ
の
た
め
、
長
い
問
、
牧
野
は
所
謂
「
中
央
公
論
』

の
作
家
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
想
渉
が
当
時
こ
う
い
う
活
躍
ぶ
り
を
見
せ
て
い
た
牧
野
の
作
品
に
触
れ
た
可
能
性
は
、
例
え
ば
想

渉
の
「
文
学
少
年
時
代
の
回
想
」
（
梁
柱
東
編
「
民
族
文
化
読
本
」
、
ソ
ウ
ル
、
文
研
社
、
一
九
五
五
年
）
で
、
中
学
時
代
に
文
学
修
業
を

積
ん
だ
雑
誌
に
「
中
央
公
論
』
の
名
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
で
き
る
。
し
か
し
想
渉
が
牧
野
の
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と

を
直
接
的
に
証
明
で
き
る
資
料
は
、
本
稿
の
段
階
で
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
一
種
の
試
論
と
し
て
仮
説
を
提
示
し
、
そ
れ
を

傍
証
す
る
形
で
論
を
展
開
す
る
に
留
め
て
お
く
。

（3
）
鎌
田
広
己
「
「
父
を
責
る
子
」
前
後
か
ら
「
鏡
地
獄
」
ま
で
｜
｜
牧
野
信
一
の
初
期
作
品
に
認
め
ら
れ
る
「
知
」
の
視
点
で
｜
｜
」
（
『
国

文
論
叢
」
第
十
四
号
、
神
戸
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会
、
一
九
八
七
年
三
月
）
、
三
八
頁
。

（4
）

注

（

2
）
参
照
。

（5
）
本
稿
の
引
用
に
当
た
っ
て
、
牧
野
信
一
の
「
父
親
小
説
」
群
は
、
そ
れ
ぞ
れ
雑
誌
初
出
稿
に
拠
り
、
旧
字
は
原
則
的
に
新
字
に
改
め
た
。

尚
、
牧
野
の
引
用
文
に
付
し
て
あ
る
（
）
の
中
の
数
字
は
、
そ
の
小
説
の
章
の
番
号
を
意
味
す
る
。

（6
）
廉
想
渉
「
三
代
」
（
「
廉
想
渉
全
集
』
第
四
巻
、
ソ
ウ
ル
、
民
主
日
社
、
一
九
八
七
年
）
三
七
一
jill
一
二
七
二
頁
。
以
下
引
用
文
は
頁
数
の
み
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を
記
す
。
尚
、
引
用
文
は
筆
者
の
拙
訳
に
よ
る
。

（7
）
種
村
氏
前
掲
論
文
、
同
頁
。

（8
）
〈
捨
子
〉
意
識
は
父
子
関
係
を
解
く
一
つ
の
鍵
と
し
て
注
目
し
た
い
。
拙
稿
「
藤
村
文
学
に
お
け
る
父
子
関
係
の
一
断
面
｜
｜
「
捨
子
」

意
識
を
め
ぐ
っ
て

l
l
」
（
『
待
兼
山
論
叢
」
第
三
一
号
文
学
篇
、
大
阪
大
学
文
学
会
、
一
九
九
七
年
）
、
「
島
崎
藤
村
の
言
語
と
と
廉
想
渉

の
『
三
代
』
｜
｜
父
子
関
係
を
中
心
に
｜
｜
」
（
「
大
学
院
論
集
』
第
八
号
、
日
本
大
学
大
学
院
国
際
関
係
研
究
科
、
一
九
九
八
年
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（9
）
鈴
木
貞
美
氏
は
「
最
も
美
し
い
魂
は

1
1
牧
野
信
一
の
た
め
に
」
（
『
文
学
界
』
一
九
八
六
年
三
月
号
）
で
、
存
在
の
不
安
の
感
覚
が
、

階
級
的
社
会
観
を
排
除
し
、
専
ら
父
親
の
所
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
「
父
を
売
る
子
」
に
お
け
る
志
賀
直
哉
の

「
和
解
』
と
の
類
似
性
を
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
氏
の
見
解
に
同
意
す
る
が
、
さ
ら
に
両
作
家
の
諸
作
品
に
頻
出
す
る
「
不
快
」
と
い
う

形
容
語
に
目
を
留
め
て
探
っ
て
み
る
と
、
両
者
の
聞
に
は
も
っ
と
広
い
意
味
で
の
類
似
性
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
見
解
を
提
示
し
た
い
。

し
か
も
越
容
蔦
氏
の
「
三
0
年
代
の
文
化
界
」
（
『
中
央
日
報
』
一
九
八
四
年
十
一
月
二
日
）
で
、
想
渉
と
志
賀
直
哉
と
の
関
係
を
指
摘
し

て
い
る
点
か
ら
推
す
と
、
「
不
快
」
と
い
う
一
百
辞
は
、
想
渉
と
牧
野
と
志
賀
の
作
品
に
お
け
る
父
子
関
係
を
解
く
上
で
重
要
な
コ

l
ド
と
し

て
働
い
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

九
日
）
鈴
木
氏
前
掲
論
文
、
二
五
九
頁
。

（
日
）
松
本
滋
『
父
性
的
宗
教
母
性
的
宗
教
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
七
年
）
、
五
七
頁
。

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）


