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と
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の
問
題
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に
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「
日
本
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
」
と
称
さ
れ
る
小
川
未
明
　
（
明
治
十
五
年
　
－
　
昭
和
三
十
六
年
）
　
は
、
童
話
作
家
、
児
童
文
学

作
家
と
い
っ
た
範
疇
で
は
捉
ら
え
き
れ
な
い
作
家
で
あ
る
。
実
際
、
未
明
の
出
発
は
、
自
然
主
義
全
盛
期
の
文
壇
に
あ
っ

て
、
新
浪
漫
主
義
の
美
意
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
小
説
創
作
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

ま
た
童
話
に
つ
い
て
も
、
未
明
自
身
、
単
に
こ
ど
も
の
た
め
の
読
み
物
と
は
考
え
ず
、
お
と
な
に
も
十
分
通
じ
る
文
学
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
認
識
を
も
ち
、
「
む
し
ろ
、
大
人
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
方
が
、
却
っ
て
、
意
の
存
す
る
と
こ
ろ
が

分
る
と
思
ひ
ま
す
」
　
（
「
今
後
を
童
話
作
家
に
」
大
正
十
五
年
五
月
十
三
日
「
東
京
日
日
新
聞
」
）
　
と
述
べ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
未
明
の
作
品
を
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
、
童
話
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
実
は
お
と
な
に
こ
そ
語
り
た
か
っ

た
、
未
明
の
母
子
観
に
つ
い
て
一
考
を
試
み
た
い
。

小
川
未
明
論



語
る

二

未
明
文
学
に
お
け
る
母
と
子
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
『
牛
女
』
　
（
大
正
八
年
五
月
「
お
と
ぎ
の
世
界
」
第
2
号
）

は
、
そ
の
濃
厚
さ
に
お
い
て
先
ず
特
筆
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。

あ
る
村
に
、
体
の
大
き
く
性
質
の
や
さ
し
い
、
「
牛
女
」
と
呼
ば
れ
る
聾
唖
の
女
が
い
た
。
牛
女
は
寡
婦
で
、
一
人
の
男

の
子
が
い
た
。
牛
女
は
、
そ
の
子
供
を
非
常
に
か
わ
い
が
り
、
ま
た
子
供
も
母
を
と
て
も
慕
っ
て
い
た
。
牛
女
は
、
村
の

人
々
か
ら
力
仕
事
を
引
き
受
け
て
そ
の
日
暮
し
を
し
て
い
た
が
、
病
気
に
か
か
り
と
う
と
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

「
自
分
の
霊
魂
は
何
か
に
化
け
て
来
て
も
、
き
つ
と
子
供
の
行
末
を
見
守
ら
う
と
思
ひ
」
死
ん
で
い
っ
た
牛
女
は
、
そ
の

冬
、
雪
の
積
も
る
西
の
山
に
黒
い
姿
を
現
す
。

そ
れ
は
、
子
供
が
町
の
商
家
に
奉
公
に
い
っ
て
か
ら
も
、
毎
年
冬
に
な
る
と
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
光
景
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
あ
る
年
、
子
供
は
西
の
山
に
現
れ
た
母
親
の
許
し
も
受
け
ず
に
、
勝
手
に
南
の
国
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
る

と
そ
の
冬
は
、
山
に
牛
女
の
姿
は
現
れ
ず
、
春
が
き
た
こ
ろ
、
町
の
中
を
子
供
を
探
し
て
歩
き
、
暗
い
路
地
に
立
っ
て
さ
め

ざ
め
と
泣
く
牛
女
が
目
撃
さ
れ
た
。

南
の
国
で
裕
福
に
な
っ
た
子
供
は
故
郷
が
懐
か
し
く
な
り
、
生
ま
れ
た
村
に
帰
っ
て
、
り
ん
ご
栽
培
の
事
業
を
始
め
る
。

し
か
し
、
毎
年
り
ん
ご
の
実
が
大
き
く
な
り
か
け
る
と
、
一
時
に
虫
が
つ
き
実
が
落
ち
て
し
ま
う
。
村
の
老
人
か
ら
「
何
か

の
崇
り
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
言
わ
れ
た
子
供
は
、
か
つ
て
町
か
ら
南
の
国
へ
行
っ
た
時
、
母
に
無
断
で
行
き
、
故
郷
に
戻

ノ



っ
て
か
ら
も
ま
だ
法
事
を
営
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。

「
あ
れ
程
、
母
親
は
自
分
を
可
愛
が
つ
て
く
れ
た
の
に
、
而
し
て
、
死
ん
で
か
ら
も
あ
ゝ
し
て
自
分
の
身
の
上
を
守
っ
て

く
れ
た
の
に
、
自
分
は
其
れ
に
対
し
て
、
あ
ま
り
冷
淡
で
あ
っ
た
」
「
き
つ
と
、
こ
れ
は
母
の
怒
り
で
あ
ら
う
」
と
思
っ
た

子
供
は
、
懇
ろ
に
母
親
の
霊
魂
を
弔
っ
て
、
坊
さ
ん
や
村
の
人
々
を
呼
び
、
真
心
を
こ
め
て
法
事
を
営
ん
だ
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
明
く
る
年
か
ら
夏
に
な
る
と
、
女
王
の
よ
う
な
大
き
な
こ
う
も
り
が
、
た
く
さ
ん
の
こ
う
も
り
を
率
い
て
り
ん

ご
畑
の
上
を
飛
び
ま
わ
り
、
害
虫
を
す
べ
て
食
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

毎
年
た
く
さ
ん
の
り
ん
ご
を
収
穫
し
た
子
供
は
、
幸
福
な
百
姓
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
初
は
、
雪
の
あ
る
冬
の
間
だ
け
西
の
山
に
現
れ
て
い
た
牛
女
が
、
つ
い
に
は
、
り
ん
ご
栽
培
と
い
う
子
供
の
仕
事
を
助

け
る
こ
う
も
り
と
し
て
毎
年
夏
の
晩
に
現
れ
る
に
い
た
る
。

人
が
心
寂
し
く
内
向
的
に
な
る
冬
と
い
う
季
節
、
死
者
の
住
む
西
方
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
西
の
山
に
現
れ
る
存
在
か

ら
、
生
命
が
輝
き
溢
れ
る
夏
と
い
う
季
節
に
、
子
供
の
生
計
を
直
接
左
右
す
る
存
在
と
し
て
現
実
界
で
動
き
ま
わ
る
こ
と
に

な
る
。つ

ま
り
牛
女
は
、
子
供
を
見
守
る
母
か
ら
、
子
供
の
生
に
積
極
的
に
関
わ
り
行
動
す
る
母
へ
と
変
貌
し
て
い
る
の
で
あ

る。

「
自
分
の
霊
魂
は
何
か
に
化
け
て
来
て
も
、
き
つ
と
子
供
の
行
末
を
見
守
ら
う
」
と
い
う
牛
女
の
思
い
、
仏
教
で
い
う
と

こ
ろ
の
執
着
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

小
川
未
明
論
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二

八

こ
の
変
貌
の
起
因
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
が
子
が
母
で
あ
る
自
分
の
存
在
を
忘
失
し
た
こ
と
へ
の
怒
り
と
か
な
し
み

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
供
の
た
め
に
す
べ
て
を
な
げ
う
つ
こ
と
が
で
き
た
母
が
、
た
っ
た
一
つ
、
決
し
て
許
せ
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
っ
た
。

古
田
足
日
は
児
童
文
学
作
家
の
直
感
で
、
「
牛
女
の
愛
情
は
非
常
に
利
己
的
で
あ
る
」
　
（
「
野
ば
ら
・
牛
女
」
『
文
学
教
育
基

礎
講
座
　
3
』
昭
和
三
十
二
年
十
月
　
明
治
図
書
出
版
）
　
と
看
破
し
て
い
る
が
、
我
が
子
へ
の
温
か
く
深
い
愛
情
ゆ
え
に
、

子
供
の
生
に
圧
力
を
加
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
母
親
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
内
奥
を
、
未
明
は
鋭
く
見
つ
め
て
い
る
と
い
え

よ
ト
フ
。子

は
大
人
に
な
る
過
程
で
、
母
　
（
親
）
　
に
対
し
て
無
数
の
裏
切
り
を
繰
り
返
し
犯
す
。
母
は
子
を
大
人
に
す
る
過
程
で
、

子
の
裏
切
り
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

子
供
が
母
で
あ
る
自
分
の
存
在
を
忘
れ
る
と
い
う
裏
切
り
を
許
せ
な
か
っ
た
牛
女
は
、
こ
う
も
り
に
ま
で
転
生
し
、
子
供

に
執
着
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

三

さ
て
、
先
に
、
『
牛
女
』
　
は
、
子
供
を
見
守
る
母
か
ら
、
子
供
の
生
に
積
極
的
に
関
わ
り
行
動
す
る
母
へ
と
変
貌
し
て
い

る
と
述
べ
た
が
、
未
明
の
第
一
の
代
表
作
で
あ
る
　
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
　
（
大
正
十
年
二
月
十
六
日
l
一
十
日
「
東
京
朝
日

新
聞
」
夕
刊
）
　
は
、
ま
さ
に
母
の
行
動
に
よ
り
物
語
が
展
開
し
て
い
く
。



な
ん
と
い
ふ
淋
し
い
景
色
だ
ら
う
と
人
魚
は
思
ひ
ま
し
た
。
自
分
達
は
、
人
間
と
あ
ま
り
姿
は
変
っ
て
ゐ
な
い
。
魚

や
、
ま
た
底
深
い
海
の
中
に
棲
ん
で
ゐ
る
気
の
荒
い
、
い
ろ
く
な
獣
物
等
と
く
ら
べ
た
ら
、
ど
れ
程
人
間
の
方
に
心

も
姿
も
似
て
ゐ
る
か
知
れ
な
い
。
夫
れ
だ
の
に
、
自
分
達
は
、
や
は
り
魚
や
、
獣
物
等
と
い
っ
し
ょ
に
、
冷
た
い
、
暗

い
、
気
の
滅
入
り
さ
う
な
海
の
中
に
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
し

た
。
（
中
略
）

私
達
は
、
も
う
長
い
間
、
こ
の
淋
し
い
、
話
を
す
る
も
の
も
な
い
、
北
の
青
い
海
の
中
で
暮
ら
し
て
来
た
の
だ
か

ら
、
も
は
や
、
明
る
い
、
賑
か
な
国
を
望
ま
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
産
れ
る
子
供
に
、
こ
ん
な
悲
し
い
、
頼
り
な
い

思
ひ
を
せ
め
て
も
さ
せ
た
く
な
い
も
の
だ
。

子
供
か
ら
別
れ
て
、
独
り
さ
び
し
く
海
の
中
に
暮
ら
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
の
上
も
な
い
悲
し
い
こ
と
だ
け
れ
ど
、

子
供
が
何
処
に
ゐ
て
も
、
仕
合
せ
に
暮
ら
し
て
く
れ
た
な
ら
、
私
の
喜
び
は
、
其
れ
に
ま
し
た
こ
と
は
な
い
。

人
間
は
、
こ
の
世
界
の
中
で
一
番
や
さ
し
い
も
の
だ
と
聞
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
可
哀
さ
う
な
者
や
、
頼
り
な
い
者

は
、
決
し
て
い
ぢ
め
た
り
、
苦
し
め
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
と
聞
い
て
ゐ
る
。
一
旦
手
附
け
た
な
ら
、
決
し
て
、
其
れ

を
捨
て
な
い
と
も
聞
い
て
ゐ
る
。
幸
ひ
、
私
達
は
、
み
ん
な
よ
く
顔
が
人
間
に
似
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
胴
か
ら
上

は
全
部
人
間
其
の
ま
ゝ
な
の
で
あ
る
か
ら
　
－
　
魚
や
、
獣
物
の
世
界
で
さ
へ
、
暮
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
　
ー
　
其

の
世
界
で
暮
ら
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
一
度
、
人
間
が
手
に
取
り
上
げ
て
育
て
て
く
れ
た
ら
、
決
し
て
無
慈
悲
に
捨

て
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
。

全
五
章
か
ら
な
る
　
『
赤
い
蟻
燭
と
人
魚
』
　
の
第
一
章
は
、
身
重
の
人
魚
が
、
「
魚
や
、
獣
物
等
と
い
っ
し
ょ
に
、
冷
た
い
、

小

川

未

明
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三

〇

暗
い
、
気
の
滅
入
り
さ
う
な
海
の
中
に
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
自
分
の
境
遇
に
疑
問
を
抱
き
、
嘆
き
悲
し
む
こ
と
に

未
明
の
筆
は
費
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
の
置
か
れ
た
境
遇
を
否
定
し
た
人
魚
は
、
「
せ
め
て
、
自
分
の
子
供
だ
け
は
、
賑
や
か

な
、
明
る
い
、
美
し
い
町
で
育
て
て
大
き
く
し
た
い
」
と
い
う
一
心
で
、
「
二
た
び
我
子
の
顔
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
」

と
い
う
代
価
を
覚
悟
の
上
で
、
子
供
を
陸
に
産
み
落
と
す
決
心
を
す
る
の
で
あ
る
。

産
み
落
と
さ
れ
た
人
魚
の
娘
は
、
ろ
う
そ
く
屋
を
営
む
老
夫
婦
に
お
宮
の
下
で
拾
わ
れ
る
。
老
夫
婦
は
人
魚
の
娘
を
、

「
神
様
の
お
授
け
子
」
と
し
て
大
事
に
育
て
、
娘
の
方
も
、
白
い
ろ
う
そ
く
に
赤
い
絵
の
具
で
絵
を
描
き
店
を
助
け
る
。
娘

が
絵
を
描
い
た
ろ
う
そ
く
を
お
宮
に
供
え
、
そ
の
燃
え
さ
し
を
身
に
つ
け
て
海
に
出
る
と
決
し
て
遭
難
し
な
い
と
い
う
話
が

遠
方
ま
で
広
ま
り
、
ろ
う
そ
く
屋
は
大
繁
盛
し
、
ま
た
、
お
宮
の
神
様
の
評
判
も
高
ま
る
。

し
か
し
、
あ
る
日
、
南
の
国
か
ら
や
っ
て
来
た
香
具
師
が
ま
こ
と
し
や
か
に
言
っ
た
、
人
魚
は
不
吉
な
も
の
だ
か
ら
手
放

さ
な
い
と
悪
い
こ
と
に
遭
う
、
と
い
う
言
葉
と
大
金
に
心
奪
わ
れ
た
老
夫
婦
は
、
娘
を
売
っ
て
し
ま
う
。

娘
が
売
ら
れ
た
日
の
晩
、
ろ
う
そ
く
屋
に
、
長
い
髪
が
び
っ
し
ょ
り
水
に
濡
れ
た
女
が
訪
れ
、
娘
が
描
き
残
し
て
い
っ
た

真
っ
赤
な
ろ
う
そ
く
を
買
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
夜
、
海
は
近
ご
ろ
に
な
い
大
暴
風
雨
と
な
る
。

そ
の
後
、
赤
い
ろ
う
そ
く
が
お
宮
に
点
っ
た
晩
は
必
ず
大
暴
風
雨
と
な
り
、
ま
た
、
赤
い
ろ
う
そ
く
を
見
た
だ
け
で
も
、

そ
の
者
に
は
災
難
が
降
り
か
か
っ
た
。
ろ
う
そ
く
屋
は
店
を
閉
め
た
が
、
誰
が
お
宮
に
あ
げ
る
の
か
、
た
び
た
び
赤
い
ろ
う

そ
く
が
点
っ
た
。
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
っ
た
お
宮
は
鬼
門
と
な
り
、
幾
年
も
経
ず
し
て
そ
の
町
全
体
が
滅
び
て
し
ま
っ
た
。

娘
を
幸
福
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
母
の
怒
り
と
怨
暖
が
、
大
暴
風
雨
を
起
こ
し
、
つ
い
に



は
町
全
体
を
滅
ぼ
す
に
い
た
る
。
そ
の
矛
先
は
、
ろ
う
そ
く
屋
の
老
夫
婦
や
香
具
師
と
い
っ
た
人
間
の
み
な
ら
ず
、
町
の
お

宮
に
ま
で
向
け
ら
れ
る
。

母
の
か
な
し
み
と
憤
怒
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
魚
と
し
て
海
で
暮
ら
す
現
実
を
受
け
入
れ
ず
、
人
間
世
界

こ
そ
理
想
郷
と
考
え
、
人
間
世
界
に
娘
を
手
放
し
た
の
は
、
当
の
母
自
身
で
あ
る
。
娘
の
人
魚
に
も
た
ら
さ
れ
た
悲
劇
は
、

母
か
ら
出
発
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
、
娘
の
悲
劇
は
母
の
苦
し
み
と
し
て
再
び
母
の
も
と
に
戻
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。

四

『
金
の
輪
』
　
（
大
正
八
年
二
月
二
十
一
日
、
二
十
二
日
「
読
売
新
聞
」
）
　
は
、
未
明
の
全
作
品
の
な
か
で
、
完
成
度
に
お
い

て
一
、
二
を
争
う
作
品
で
あ
り
、
詩
的
情
趣
溢
れ
、
未
明
文
学
の
魅
力
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
傑
作
で
あ
る
。

長
い
間
病
気
で
臥
せ
っ
て
い
た
太
郎
は
、
ま
だ
春
浅
い
三
月
の
末
、
漸
く
床
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
往
来
に
出
て
み

た
も
の
の
、
子
供
た
ち
は
遠
く
へ
遊
び
に
行
っ
て
い
る
ら
し
く
、
誰
の
姿
も
見
え
な
い
。
し
ょ
ん
ぼ
り
と
太
郎
が
細
い
道
を

歩
い
て
い
る
と
、
鈴
を
鳴
ら
す
よ
う
に
、
金
の
輪
の
触
れ
あ
う
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
の
少
年
が
二
つ
の

金
の
輪
を
よ
い
音
色
を
響
か
せ
な
が
ら
回
し
て
走
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
太
郎
に
は
見
覚
え
の
な
い
少
年
で
あ
っ
た
が
、

少
年
の
方
は
太
郎
に
向
か
っ
て
友
達
の
よ
う
に
微
笑
ん
で
去
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

翌
日
の
同
じ
時
刻
、
太
郎
は
再
び
金
の
輪
を
回
し
て
走
っ
て
く
る
少
年
を
見
る
。
少
年
は
い
っ
そ
う
親
し
げ
に
微
笑
み
走
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二

っ
て
行
っ
た
。
太
郎
は
、
い
ま
ま
で
一
度
も
見
た
こ
と
の
な
い
そ
の
少
年
が
一
番
親
し
い
友
達
の
よ
う
な
気
が
し
て
、
明
日

こ
そ
話
し
か
け
て
友
達
に
な
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
、
家
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
夜
、
太
郎
は
少
年
と
友
達
に
な
り
金
の
輪
を
ひ
と
つ
分
け
て
も
ら
い
、
一
緒
に
赤
い
夕
焼
け
空
の
中
に
走
っ
て
行
く

夢
を
み
た
。

明
く
る
日
、
太
郎
は
ま
た
熱
が
出
て
、
二
、
三
日
め
に
七
つ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
は
、
太
郎
と
金
の
輪
を
回
す
少
年
の
話
で
あ
り
、
一
見
、
母
と
子
の
問
題
と
は
無
関
係
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
五
枚
ほ
ど
の
作
品
の
な
か
に
、
次
の
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

其
の
晩
、
太
郎
は
母
親
に
向
つ
て
、
二
日
も
同
じ
時
刻
に
金
の
輪
を
廻
し
て
足
っ
て
行
っ
た
少
年
の
こ
と
を
語
り
ま

し
た
。
母
親
は
信
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。

長
ら
く
病
気
で
床
に
就
い
て
い
た
太
郎
に
は
、
漸
く
外
へ
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
一
緒
に
遊
ぶ
友
達
は
い
な
い
。

ぽ
つ
ね
ん
と
す
る
太
郎
が
、
微
笑
み
な
が
ら
金
の
輪
を
回
し
て
走
っ
て
い
く
少
年
と
出
合
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
上
も
な
い
喜

び
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
日
続
い
た
晩
に
、
太
郎
は
母
親
に
話
す
が
、
母
親
は
太
郎
に
と
っ
て
一
番
う
れ
し
い
出
来
事
を
信

じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

太
郎
が
少
年
に
出
合
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
少
年
と
金
の
輪
を
回
す
望
み
が
夢
の
中
で
叶
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
結
果
的
に
数

日
後
に
七
つ
で
死
ん
で
い
く
太
郎
の
救
い
と
な
っ
て
い
る
。
太
郎
の
心
の
分
身
で
あ
る
か
の
よ
う
な
少
年
が
、
白
昼
夢
の
幻

で
あ
っ
た
の
か
、
現
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
問
題
で
は
な
く
、
太
郎
に
と
っ
て
真
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
確
か
な



こ
と
で
あ
る
。

太
郎
の
一
番
身
近
か
に
い
る
母
親
が
、
子
供
に
と
つ
て
の
真
実
を
容
易
に
信
じ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
未
明
が
見
据
え
た

母
と
子
の
永
遠
の
距
離
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

五

こ
こ
で
、
未
明
自
身
の
出
生
、
幼
少
年
期
の
伝
記
的
事
項
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

本
名
、
小
川
健
作
は
、
父
・
澄
晴
、
母
・
千
代
の
次
男
と
し
て
明
治
十
五
年
四
月
七
日
、
新
潟
腺
中
頚
城
郡
高
城
村

（
現
・
上
越
市
）
　
に
生
ま
れ
た
。
長
男
が
生
後
ま
も
な
く
病
死
し
た
た
め
、
両
親
は
次
に
生
ま
れ
た
未
明
を
非
常
に
案
じ
た
。

「
捨
て
子
は
丈
夫
に
育
つ
」
と
い
う
当
時
の
俗
信
か
ら
、
両
親
は
未
明
を
形
の
上
の
捨
て
子
と
し
、
近
所
の
ろ
う
そ
く
や
灯

油
を
扱
う
商
売
を
し
て
い
た
丸
山
家
で
、
貰
い
乳
を
す
る
な
ど
三
才
頃
ま
で
育
て
て
も
ら
っ
て
い
る
。

さ
て
、
未
明
の
父
・
澄
晴
は
上
杉
謙
信
の
熱
狂
的
な
崇
拝
者
で
あ
り
、
謙
信
の
居
城
が
あ
っ
た
高
田
の
春
日
山
城
祉
に
、

謙
信
を
祭
る
神
社
を
独
力
で
創
建
す
べ
く
奔
走
し
て
い
た
。
明
治
三
十
年
五
月
、
未
明
が
十
五
歳
の
時
、
春
日
山
神
社
は
創

建
さ
れ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
未
明
の
幼
少
年
期
に
あ
た
る
間
、
澄
晴
は
ほ
と
ん
ど
家
庭
を
顧
み
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
い

わ
れ
る
。

未
明
の
次
女
・
岡
上
鈴
江
氏
は
　
『
父
小
川
未
明
』
　
（
昭
和
四
十
五
年
五
月
　
新
評
論
）
　
の
な
か
で
、
澄
晴
が
神
社
創
建
の

た
め
の
寄
金
集
め
に
奔
走
し
て
い
る
あ
い
だ
、
千
代
と
未
明
は
「
母
子
家
庭
の
よ
う
に
肩
を
よ
せ
あ
っ
て
」
暮
ら
し
て
い
た
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語
る

の
で
あ
ろ
う
、
と
推
量
し
て
い
る
。
ま
た
、

私
は
子
ど
も
の
頃
、
春
日
山
へ
帰
っ
た
時
、
祖
母
の
態
度
か
ら
、
ふ
と
、

「
お
ば
あ
さ
ん
は
あ
た
し
た
ち
よ
り
、
お
と
う
さ
ん
の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
な
ん
だ
な
」

と
感
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
今
考
え
る
と
、
ご
く
自
然
な
祖
母
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
愛
情
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

父
親
不
在
の
家
庭
で
、
母
・
千
代
の
強
い
愛
情
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
こ
と
は
、
未
明
に
と
っ
て
至
福
で
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
母
の
子
に
寄
せ
る
無
言
の
重
圧
に
息
の
つ
ま
を
よ
う
な
思
い
も
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
雪
に

閉
ざ
さ
れ
た
越
後
の
冬
に
は
、
い
っ
そ
う
そ
の
思
い
が
強
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

未
明
の
作
品
に
は
、
未
明
自
身
が
幼
少
年
期
に
感
じ
と
つ
た
濃
厚
な
空
気
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

六

未
明
は
、
母
と
子
の
濃
や
か
な
愛
情
を
描
き
な
が
ら
、
母
と
い
う
存
在
の
複
雑
性
を
、
母
な
る
も
の
の
か
な
し
み
を
作
品

の
な
か
に
潜
ま
せ
た
。

近
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
、
日
本
文
化
・
日
本
社
会
に
お
け
る
母
子
密
着
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
小

川
未
明
が
す
で
に
大
正
期
の
童
話
作
品
に
お
い
て
こ
の
間
題
を
扱
い
、
少
な
か
ら
ぬ
疑
問
と
批
判
の
ま
な
ざ
し
を
投
げ
か
け



た
こ
と
は
、
未
明
文
学
の
特
異
性
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ま
た
今
日
的
意
義
で
も
あ
る
。

小
川
未
明
論

三
五




