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究
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江
見
水
蔭
「
鉱
夫
の
恋
」
か
ら
み
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一
九
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〇
年
代
の
文
学
意
識

安　

藤　

香　

苗

は 

じ 

め 

に

　

江
見
水
蔭
と
い
う
作
家
の
名
は
、
現
在
で
は
極
め
て
限
定
的
に
し
か
見
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
代
表

作
と
し
て
小
説
「
女
房
殺
し
」（『
文
芸
俱
楽
部
』
明
治
二
八
年
一
〇
月
）
が
あ
り
、
そ
の
他
に
は
晩
年
に
書
か
れ
た
回
想
録
『
自
己
中
心

明
治
文
壇
史
』（
昭
和
二
年
一
〇
月
、
博
文
館
）
が
明
治
文
壇
を
内
側
か
ら
語
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
現
在
で
も
参
照
さ
れ
る
。
が
、
逆
に

言
え
ば
、
水
蔭
の
著
作
で
参
照
さ
れ
言
及
さ
れ
る
の
は
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
こ
の
二
作
品
に
限
ら
れ
る
と
も
言
え
る
。
長
短
合
わ
せ
て
六

〇
〇
編
超
の
作
品
を
残
し
、
同
時
代
に
は
当
時
の
代
表
作
家
と
し
て
名
が
挙
が
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
人
物
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

で
あ
る
。
現
在
で
は
、『
自
己
中
心
明
治
文
壇
史
』
で
語
ら
れ
た
明
治
文
豪
た
ち
の
活
動
や
発
言
が
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
水
蔭
自
身
の
活
動
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

江
見
水
蔭
が
文
学
史
上
で
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
活
動
の
通
俗
性
に
あ
る
と
考
え
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ら
れ
る
。
代
表
作
「
女
房
殺
し
」
を
発
表
し
た
明
治
二
〇
年
代
に
は
、
水
蔭
は
硯
友
社
系
の
作
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
抒
情
的

な
文
章
が
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
次
第
に
最
新
の
文
化
事
象
を
積
極
的
に
作
中
に
取
り
入
れ
た
も
の
や
冒
険
小
説
や
探
検
小
説
な

ど
を
数
多
く
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
筆
の
速
さ
か
ら
多
作
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
乱
作
と
も
言
え
る
作
品
完
成
度
の

不
安
定
さ
を
生
み
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
要
因
か
ら
、
正
統
な
る
文
壇
作
家
と
通
俗
作
家
と
の
間
で
水
蔭
に
対
す
る
評
価
は
揺
れ
動
く
こ

と
と
な
る
。
己
の
作
品
に
対
す
る
評
価
が
揺
れ
動
く
こ
と
に
連
動
し
、
水
蔭
自
身
の
作
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
揺
ら
ぎ
続

け
る
。
文
壇
の
中
心
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
へ
の
憧
れ
と
自
負
と
、
活
動
が
思
う
よ
う
に
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
苛
立
ち
と
開
き

直
り
と
の
間
で
、
天
才
型
作
家
と
は
違
っ
た
立
場
か
ら
「
文
学
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
実
践
し
て
い
た
人
物
と
し
て
、
江
見

水
蔭
に
つ
い
て
は
彼
の
仕
事
を
再
検
討
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
は
、
水
蔭
が
何
を
も
っ
て
小
説
の
文
学
性
な
る
も
の
を
認
識
し
て
お
り
、
同
時
代
の
文
学
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を

確
認
す
る
一
助
と
す
る
た
め
に
、『
神
戸
新
聞
』
立
ち
上
げ
に
携
わ
っ
た
水
蔭
が
新
聞
社
か
ら
退
陣
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
小
説

「
鉱
夫
の
恋
」
を
巡
る
問
題
を
ま
ず
は
整
理
し
て
お
き
た
い
。

一
、
神
戸
時
代
の
江
見
水
蔭

　

江
見
水
蔭
が
発
刊
に
携
わ
っ
た
『
神
戸
新
聞
』
を
去
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
小
説
「
鉱
夫
の
恋
」
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
は

水
蔭
と
『
神
戸
新
聞
』
と
の
関
わ
り1
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

明
治
三
一
年
二
月
一
一
日
に
創
刊
さ
れ
た
『
神
戸
新
聞
』
は
、
兵
庫
の
地
元
紙
『
又
新
日
報
』
に
対
抗
す
べ
く
発
刊
さ
れ
た
と
い
う

経
緯
を
持
つ
。
当
時
の
首
相
・
松
方
正
義
が
繰
り
返
す
新
聞
弾
圧
に
対
し
、『
又
新
日
報
』
は
政
府
批
判
の
論
調
を
展
開
し
て
い
た
。

『
又
新
日
報
』
の
経
営
を
支
え
た
こ
と
も
あ
る
川
崎
造
船
所
の
経
営
陣
に
と
っ
て
、
同
紙
の
政
府
に
対
抗
す
る
姿
勢
は
都
合
が
悪
か
っ
た
。
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造
船
所
経
営
に
関
し
て
政
府
と
の
関
係
を
強
め
た
い
川
崎
側
─
松
方
幸
次
郎
（
松
方
正
義
の
三
男
・
川
崎
造
船
所
社
長
）・
川
崎
正
蔵

（
川
崎
造
船
所
創
業
者
）・
川
崎
芳
太
郎
（
正
蔵
の
養
子
・
副
社
長
）
─
と
、『
又
新
日
報
』
側
と
の
利
害
は
一
致
す
る
こ
と
な
く
、
川
崎

側
は
同
紙
に
対
抗
す
る
新
し
い
新
聞
と
し
て
『
神
戸
新
聞
』
を
創
刊
す
べ
く
動
き
出
し
た
。

　

創
刊
準
備
責
任
者
と
し
て
起
用
さ
れ
た
岩
崎
虔
は
、『
又
新
日
報
』
で
日
清
戦
争
従
軍
記
者
を
務
め
て
い
た
時
代
に
他
紙
の
記
者
仲

間
を
通
じ
て
硯
友
社
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
つ
て
を
辿
り
、
主
筆
兼
編
集
部
長
と
し
て
白
川
鯉
洋
、
硬
派
主
任
に
尾
上

新
兵
衛
（
久
留
島
武
彦
）、
そ
し
て
軟
派
主
任
と
し
て
江
見
水
蔭
を
『
神
戸
新
聞
』
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
神
戸
新
聞
』
創
刊
前
夜
を
水
蔭
は
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。

　

其
頃
神
戸
に
は
『
神
戸
又
新
日
報
』
が
唯
一
の
新
聞
紙
で
あ
つ
た
。
古
い
歴
史
を
持
ち
、
勢
力
も
あ
つ
た
。
其
所
へ
別
に
新
ら

し
く
一
新
聞
を
起
さ
う
と
い
ふ
の
で
『
神
戸
新
聞
』
と
い
ふ
名
前
だ
け
は
確
定
し
て
ゐ
て
も
、
編
集
方
針
其
他
に
就
て
は
、
何
の

準
備
も
整
う
て
ゐ
な
か
つ
た2
。

川
崎
邸
で
新
新
聞
の
創
刊
を
目
指
す
会
談
が
行
わ
れ
て
か
ら
約
二
ヶ
月
後
に
創
刊
号
が
発
行
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、
現
場
の
運

営
陣
に
一
任
す
る
形
で
創
刊
が
急
が
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

巌
谷
小
波
か
ら
の
抜
擢
で
関
西
入
り
し
た
水
蔭
は
、
中
央
文
壇
の
風
を
地
方
に
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
負
を

強
め
て
い
た
。
ま
た
、
編
集
部
内
に
新
聞
の
経
験
が
あ
る
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
、
自
ら
が
編
集
部
を
牽
引
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

水
蔭
の
気
負
い
を
増
強
し
た
。
こ
う
し
た
自
負
の
裏
面
に
は
、
東
京
の
文
壇
か
ら
物
理
的
に
離
れ
た
こ
と
を
都
落
ち
と
捉
え
る
彼
自
身

の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
っ
た
。
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雑
報
、
文
学
欄
、
そ
れ
か
ら
、
演
芸
、
角
力
、
殆
ど
一
手
で
書
き
の
め
す
の
で
、
自
分
は
未
だ
曾
て
此
時
位
の
勤
勉
─
文
筆
労

働
の
激
務
に
当
つ
た
事
は
無
い
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
位
東
京
で
勉
強
し
て
ゐ
た
ら
、
何
も
神
戸
落
を
し
な
く
て
も
好
か
つ
た
の
に

と
、
後
悔
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た3
。

ま
た
、
当
時
の
関
西
文
壇
に
つ
い
て
、
水
蔭
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

そ
の
当
時
の
関
西
文
壇
は
、
迚
も
問
題
に
成
ら
ぬ
程
幼
稚
な
も
の
で
、
殊
に
新
聞
小
説
と
来
て
は
、
未
だ
宇
田
川
文
海
や
、
仮

名
垣
魯
文
の
書
い
た
草
双
紙
程
度
の
も
の
で
沢
山
で
あ
つ
た
。（
大
阪
朝
日
の
霞
亭
と
て
も
大
甘
物
を
書
き
、
大
阪
朝
日
の
幽
芳
が
、

間
も
な
く
『
乳原
文
マ
マ

兄
弟
』
を
出
し
か
け
た
頃
だ
。）
現
に
対
象
新
聞
の
『
神
戸
又
新
』
の
小
説
を
見
る
と
、
明
治
に
於
け
る
新
聞
続
き

物
元
祖
古
川
魁
蕾
子
が
生
存
し
て
ゐ
て
（
中
略
）
お
屋
敷
騒
動
物
を
旧
式
の
筆
で
連
載
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
又
非
常
に
評
判
が
好

い
と
い
ふ
有
様
な
の
で
、
ウ
ン
ザ
リ
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た4
。

こ
の
よ
う
に
水
蔭
の
目
に
は
関
西
の
文
学
事
情
は
東
京
で
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
数
段
遅
れ
た
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
た
。

「
大
体
に
於
て
文
壇
は
幼
稚
な
も
の
で
、
自
分
は
鯉
洋
と
共
に
、
及
ば
ず
な
が
ら
関
西
人
に
文
学
思
想
を
注
入
す
べ
く
決
心
し
て
、
紙

上
で
新
進
の
文
芸
品
の
寄
書
を
歓
迎
す
る
に
努
め
」
た
と
水
蔭
は
語
る
。
中
央
文
壇
と
の
距
離
を
感
じ
な
が
ら
も
孤
軍
奮
闘
し
て
い
た

こ
と
、
そ
し
て
東
京
─
中
央
文
壇
を
恋
し
く
思
っ
て
い
た
こ
と
が
『
自
己
中
心
明
治
文
壇
史
』
に
は
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
中
央
文
壇
と
の
距
離
を
感
じ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
関
西
青
年
文
学
会
神
戸
支
部
第
一
例
会
（
明
治
三
二
年
二
月
一
九
日
）
に

出
席
し
た
と
き
の
思
い
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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此
席
上
で
自
分
が
驚
い
た
の
は
、
鏡
花
の
人
気
の
盛
ん
な
事
で
、
若
も
そ
れ
が
紅
葉
の
玄
関
番
で
あ
つ
た
な
ん
ど
、
少
し
も
知

ら
ぬ
の
み
か
、
偶
ま
知
る
者
あ
る
も
、
其
為
に
鏡
花
を
一
層
尊
敬
す
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
つ
た
。

　

わ
づ
か
一
年
の
間
に
鏡
花
の
売
出
し
た
の
に
驚
か
さ
れ
、
又
自
分
が
反
比
例
に
世
間
か
ら
忘
れ
ら
れ
か
け
て
ゐ
る
の
に
考
へ
及

ん
で
、
い
よ
〳
〵
東
京
へ
帰
り
た
く
て
成
ら
な
か
つ
た
。

水
蔭
が
来
神
す
る
直
前
、
す
な
わ
ち
明
治
三
〇
年
頃
の
泉
鏡
花
は
新
進
気
鋭
の
観
念
小
説
作
家
と
し
て
文
壇
の
注
目
は
浴
び
て
い
た
が

「
世
評
皆
喧
し
、
褒
貶
相
半
ば
す
。
否
、
寧
ろ
罵
評
の
包
囲
な
り
し
。」
と
鏡
花
が
自
筆
年
譜
で
記
す
よ
う
に
、
評
価
が
割
れ
た
状
態
に

あ
っ
た
。
一
方
、
明
治
三
二
年
二
月
に
関
西
で
話
題
と
な
っ
た
泉
鏡
花
の
小
説
は
と
想
像
し
て
み
る
と
、
明
治
三
二
年
一
月
に
雑
誌

『
新
小
説
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
三
尺
角
」
も
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
と
い
う
時
代
の
移
り

変
わ
り
は
、
泉
鏡
花
と
い
う
作
家
に
と
っ
て
は
、
対
社
会
意
識
が
強
く
奇
抜
な
「
想
」
が
突
出
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
観
念
小
説
か
ら
哀

感
を
伴
う
抒
情
性
豊
か
な
「
花
柳
も
の
」「
深
川
も
の
」
へ
と
そ
の
軸
足
を
移
し
て
い
く
時
期
と
も
重
な
っ
て
い
た
。
鏡
花
の
「
花
柳
も

の
」「
深
川
も
の
」
は
そ
の
多
く
が
舞
台
化
も
さ
れ
、
作
家
泉
鏡
花
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
三
尺
角
」
も
「
深
川
も

の
」
の
系
譜
に
連
な
る
作
品
で
あ
る
。

　

水
蔭
は
東
京
か
ら
離
れ
て
「
わ
づ
か
一
年
の
間
に
」
弟
弟
子
で
あ
る
鏡
花
が
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
り

内
心
穏
や
か
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
晩
年
の
著
作
に
書
き
残
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
神
戸
か
ら
中
央
文

壇
の
動
向
を
意
識
す
る
と
き
、
水
蔭
の
脳
裏
に
鏡
花
の
名
が
浮
か
ん
だ
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

そ
し
て
『
神
戸
新
聞
』
創
刊
か
ら
二
年
目
を
迎
え
た
明
治
三
二
年
の
夏
、
東
京
を
強
く
意
識
し
つ
つ
も
神
戸
の
地
で
懸
命
に
筆
を
振

る
っ
て
い
た
水
蔭
が
つ
い
に
関
西
を
退
く
決
心
を
固
め
る
出
来
事
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
明
治
三
二
年
八
月
二
八
日
に
愛
媛
の
別
子
銅
山
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で
発
生
し
た
山
津
波
に
取
材
し
た
小
説
を
執
筆
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
。

二
、「
鉱
夫
の
恋
」
と
「
別
子
銅
山　

変
災
視
察
録
」

　

江
見
水
蔭
が
明
治
三
二
年
に
発
表
し
た
小
説
「
鉱
夫
の
恋
」
は
、
同
年
八
月
二
八
日
に
愛
媛
県
新
居
浜
市
別
子
山
村
の
別
子
銅
山
で

発
生
し
た
土
砂
災
害
を
作
中
に
織
り
込
ん
だ
、
一
人
の
鉱
夫
の
偏
執
的
な
恋
慕
を
語
っ
た
小
話
で
あ
る
。
こ
の
小
説
が
文
章
の
前
後
を

組
み
違
え
て
『
神
戸
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

八
月
二
十
八
日
に
、
伊
予
の
別
子
銅
山
に
山
海
嘯
が
あ
つ
て
、
全
滅
の
部
落
も
あ
り
、
死
傷
者
は
無
数
だ
と
い
ふ
電
報
が
入
つ

た
の
で
、
早
速
自
分
が
特
派
さ
れ
る
事
に
成
つ
た
。

　

同
業
者
と
し
て
『
大
阪
毎
日
』『
大
阪
朝
日
』
そ
れ
か
ら
『
時
事
』
の
記
者
其
他
が
、
新
居
浜
を
根
拠
地
と
し
て
活
動
し
て
ゐ
る

中
で
、
自
分
は
健
脚
を
生
命
と
し
て
、
真
先
に
大
破
壊
の
銅
山
を
駈
廻
つ
て
、
機
敏
に
材
料
を
取
つ
て
、
大
急
ぎ
で
帰
神
し
た
。

　

そ
れ
で
、
実
地
見
聞
の
被
害
記
事
の
他
に
『
鉱
夫
の
恋
』
と
い
ふ
短
篇
小
説
ま
で
書
い
て
、
勉
強
振
り
を
示
し
た
処
が
、
そ
の

『
鉱
夫
の
恋
』
を
工
場
の
方
で
組
誤
つ
て
、
文
章
を
前
後
さ
し
た
の
を
其
儘
印
刷
し
た
。
自
分
は
そ
れ
を
単
な
る
正
誤
に
留
め
ず
、

全
部
再
掲
載
を
主
張
し
た
処
が
、
岩
崎
が
口
を
出
し
て
中
止
さ
し
た
。

　

も
う
自
分
と
し
て
は
我
慢
が
出
来
な
か
つ
た
。
人
が
被
害
地
の
危
険
を
犯
し
て
夜
の
眼
も
寝
ず
に
材
料
を
蒐
集
し
て
来
た
の
に
、

組
違
へ
た
工
場
長
の
肩
を
持
つ
て
、
再
掲
載
の
中
止
を
命
じ
る
と
は
、
文
士
を
侮
辱
す
る
も
極
度
で
あ
る
と
、
奮
然
と
し
て
辞
職

を
叫
び
、
社
を
去
つ
た
。

　

背
水
之
陣
を
張
つ
た
の
だ5
。
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『
神
戸
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
実
地
見
聞
の
被
害
記
事
」
と
「『
鉱
夫
の
恋
』
と
い
ふ
短
篇
小
説
」
の
初
出
を
現
在
直
接

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
戸
新
聞
社
は
過
去
二
回
の
社
屋
焼
失
や
阪
神
淡
路
大
震
災
で
被
災
し
た
影
響
に
よ
り
多
く
の
資
料
を

失
っ
て
お
り
、
水
蔭
が
在
籍
し
て
い
た
頃
の
紙
面
の
多
く
も
散
逸
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
水
蔭
に
関
し
て
は
書
誌
的
な
資
料
整
理
も
ま
だ
十
分
で
は
な
い
現
状
に
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
現
在
確
認
で
き
る
関
係
テ
ク

ス
ト
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
小
説
「
鉱
夫
の
恋
」
は
初
出
の
後
、
明
治
三
二
年
一
一
月
に
雑
誌
『
太
陽
』
で
再
掲
載
さ
れ
、

翌
年
明
治
三
三
年
四
月
に
博
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
水
蔭
の
小
説
集
『
恋
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
実
地
見
聞
の
被
害
記
事
」

は
、
同
じ
く
明
治
三
三
年
一
二
月
に
博
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
水
蔭
の
作
品
集
『
星
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
探
検
実
記
「
別
子
銅
山　

変
災
視
察
録
」
の
内
容
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
鉱
夫
の
恋
」
と
い
う
小
説
は
、
初
出
の
後
に
再
録
さ
れ
た
『
太
陽
』
第
五
巻
第
二
四
号
本
文
、
お
よ
び
そ
の
後
出
版
さ
れ
た
水
蔭
の

単
行
本
『
恋
』
収
録
本
文
に
よ
る
と
、
上
中
下
の
三
巻
構
成
で
「
下
の
巻
」
が
小
説
全
体
の
半
分
以
上
の
分
量
を
占
め
、「
下
の
巻

（
一
）」「
下
の
巻
（
二
）」
と
下
の
巻
を
二
つ
に
分
割
す
る
と
い
う
や
や
変
則
的
な
構
成
を
取
っ
て
い
る
。『
神
戸
新
聞
』
掲
載
時
か
ら
上

中
下
の
三
巻
構
成
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
「
下
の
巻
」
が
二
つ
に
分
割
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
初
出
本
文
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
先
述
の
事
情
に
よ
り
、
現
在
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、「
下
の
巻
」
が
小
説
全
体
の
半
分
以
上
の
分
量
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
下
の
巻
（
一
）」「
下
の
巻
（
二
）」
と

二
つ
に
分
割
す
る
と
い
う
構
成
の
不
自
然
さ
は
、
初
出
時
に
紙
面
の
前
後
組
み
違
え
が
あ
っ
た
こ
と
の
痕
跡
が
残
っ
た
も
の
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
紙
面
の
前
後
組
み
違
え
が
発
生
し
た
の
は
「
下
の
巻
」
に
該
当
す
る
箇
所
で
あ
り
、「
上
の
巻
」

「
中
の
巻
」「
下
の
巻
（
二
）」「
下
の
巻
（
一
）」
の
順
で
掲
載
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。「
下
の
巻
」
の

一
・
二
の
番
号
は
再
掲
載
時
に
本
来
の
掲
載
順
を
強
調
す
る
た
め
に
後
付
け
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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こ
の
小
説
の
章
構
成
の
謎
と
水
蔭
の
神
戸
新
聞
社
辞
職
事
件
と
の
関
連
に
つ
い
て
今
一
歩
検
討
を
進
め
る
た
め
に
、
次
に
小
説
の
内

容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
「
鉱
夫
の
恋
」
の
梗
概
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
上
の
巻
】
別
子
銅
山
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
青
年
・
和
助
は
、
先
輩
・
鉄
五
郎
に
案
内
さ
れ
な
が
ら
銅
山
内
の
ト
ン
ネ
ル
を
進
ん

で
ゆ
く
途
中
、
牛
に
牽
か
せ
た
運
搬
車
を
連
れ
た
一
行
と
す
れ
違
う
。
運
搬
車
の
上
に
は
「
川
楠
様
の
奥
様
」
が
乗
っ
て
い
た
。

　
【
中
の
巻
】
ト
ン
ネ
ル
を
通
過
し
て
南
口
か
ら
出
た
後
も
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
の
和
助
。
鉄
五
郎
が
問
い
か
け
る
と
、
六
年
前
に
見
か

け
て
以
来
忘
れ
ら
れ
な
い
婦
人
と
「
川
楠
様
の
奥
様
」
が
そ
っ
く
り
で
あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
六
年
前
、
汽
車
の
窓
か
ら
顔
を
出
し

て
い
た
婦
人
を
踏
切
か
ら
見
か
け
た
和
助
は
、
風
に
さ
ら
わ
れ
た
婦
人
の
手
巾
を
拾
い
、
今
で
も
肌
身
離
さ
ず
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い

う
。
な
ん
と
し
て
で
も
「
川
楠
様
の
奥
様
」
の
前
に
名
乗
り
出
た
い
と
熱
を
上
げ
る
和
助
を
鉄
五
郎
は
た
し
な
め
る
。

　
【
下
の
巻
（
一
）】
し
ば
ら
く
し
て
、
和
助
は
下
駄
の
鼻
緒
が
切
れ
た
「
川
楠
様
の
奥
様
」
に
近
づ
き
、
鼻
緒
を
す
げ
替
え
な
が
ら
積

年
の
思
い
を
語
る
。
言
い
募
る
和
助
を
薄
気
味
悪
く
思
う
婦
人
。

　
【
下
の
巻
（
二
）】
そ
れ
か
ら
三
年
後
の
明
治
三
二
年
八
月
二
八
日
夜
、
暴
風
雨
に
よ
る
大
水
害
が
起
こ
る
。
嵐
の
夜
、
和
助
は
小
足

谷
俱
楽
部
の
下
手
に
あ
る
川
楠
氏
の
宅
へ
向
か
う
が
、
宅
の
前
に
到
着
し
た
そ
の
瞬
間
を
「
山
海
嘯
」
が
襲
う
。
場
面
変
わ
っ
て
災
害

の
後
、
土
砂
で
埋
ま
っ
た
死
体
を
掘
り
出
す
鉱
夫
た
ち
。
そ
こ
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
の
は
、
あ
の
「
川
楠
様
の
奥
様
」
で
あ
っ
た
。
和

助
は
大
い
に
悲
し
む
が
、
事
情
を
知
ら
ぬ
周
囲
の
者
た
ち
は
悲
嘆
に
暮
れ
る
和
助
の
姿
に
驚
く
。
物
語
の
最
後
は
次
の
よ
う
な
文
で
閉

じ
ら
れ
る
。

一
時
の
和
助
は
狂
人
と
し
て
他
か
ら
あ
し
ら
は
れ
た
。
が
、
他
か
ら
見
る
眼
で
も
此
頃
は
、
そ
れ
が
全
治
し
た
も
の
と
為
れ
て
、
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相
変
ら
ず
能
く
働
く
の
を
、
賞
し
て
居
る
。

和
助
自
身
で
は
、
此
頃
斯
う
い
ふ
事
を
考
へ
て
居
る
。

山
海
嘯
で
死
ん
だ
川
楠
の
奥
様
は
、
如
何
も
初
め
汽
車
の
窓
で
見
た
人
と
は
違
つ
て
居
る
か
も
知
れ
ぬ
。
つ
ま
り
川
楠
の
奥
様

は
似
た
人
の
一
人
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
手
巾
の
落
し
主
は
、
何
処
か
他
に
居
る
に
相
違
な
い
、
そ
れ
を
又
探
し
当
て
な
け

れ
ば
為
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
別
子
の
坑
道
が
新
居
浜
ま
で
抜
け
る
頃
ま
で
掛
ら
う
と
も
。

　

作
品
全
体
の
構
成
と
し
て
は
、「
上
の
巻
」
で
鉄
五
郎
と
和
助
の
道
行
に
よ
り
物
語
が
始
ま
り
、「
中
の
巻
」
で
和
助
の
恋
が
語
ら
れ
、

「
下
の
巻
」
で
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
を
迎
え
る
、
と
い
う
序
破
急
の
構
成
を
取
っ
て
い
る
。

　

こ
の
小
説
の
最
後
に
付
さ
れ
た
エ
ピ
ロ
ー
グ
は
、
そ
れ
ま
で
の
展
開
か
ら
考
え
る
と
蛇
足
的
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
作
中

で
は
和
助
が
抱
く
一
方
的
な
恋
情
が
語
ら
れ
、「
川
楠
様
の
奥
様
」
の
亡
骸
を
抱
え
て
号
泣
す
る
和
助
、
と
い
う
劇
的
な
場
面
が
描
か

れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
付
さ
れ
た
エ
ピ
ロ
ー
グ
部
分
で
は
「
川
楠
様
の
奥
様
」
と
自
分
が
汽
車
の
窓
で
見
た
婦
人
と
は
別

人
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
直
し
す
っ
か
り
立
ち
直
っ
た
和
助
の
姿
が
描
か
れ
、
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
災
害
に
お
け
る
傷

跡
か
ら
立
ち
直
り
、
前
向
き
に
生
き
よ
う
と
す
る
姿
を
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
置
く
こ
と
自
体
は
災
害
を
描
い
た
小
説
の
終
幕
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
の
問
題
は
、「
汽
車
の
窓
で
見
た
婦
人
」
と
「
川
楠
様
の
奥
様
」
と
を
同
一
視
す
る
こ

と
で
成
り
立
っ
て
い
た
本
作
に
お
け
る
和
助
の
「
恋
」
物
語
が
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
そ
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語

の
愁
嘆
場
そ
の
も
の
の
茶
番
化
を
招
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。

　
「
水
蔭
英
気
を
関
西
に
養
ひ
、
東
都
文
壇
其
作
に
接
せ
ざ
る
と
久
し
、
是
篇
子
が
往
時
の
作
に
し
て
数
段
の
進
境
を
見
る6
。」
と
い
う

あ
お
り
と
共
に
『
太
陽
』
に
再
掲
載
さ
れ
た
本
作
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
読
者
の
反
応
は
決
し
て
芳
し
く
は
な
い
。
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近
刊
の
『
太
陽
』
載
す
る
所
の
水
蔭
の
作
『
鉱
夫
の
恋
』
一
篇
平
凡
の
作
也
、
運
筆
の
自
在
な
る
の
一
事
を
除
き
て
、
何
の
見
る

可
き
所
な
し
。
聞
く
彼
れ
筆
を
載
せ
て
将
に
京
に
来
ら
ん
と
す
と
。
神
港
の
淫
風
醜
俗
に
汚
さ
れ
た
る
の
筆
、
一
洗
し
去
り
て
、

庶
幾
く
は
再
び
当
年
の
奇
矯
児
を
見
る
を
得
ん
。

 

（『
新
生
』「
雑
感
」
明
治
三
二
年
一
一
月
）

　

水
蔭
自
身
が
本
作
に
対
し
て
抱
く
思
い
入
れ
と
作
品
評
価
と
が
奇
妙
な
ほ
ど
に
乖
離
し
て
い
る
。
水
蔭
が
己
の
進
退
を
賭
け
て
ま
で

守
ろ
う
と
し
た
作
品
構
成
の
価
値
は
何
処
に
あ
っ
た
の
か
。
社
主
に
抗
議
し
職
を
辞
し
た
の
は
、
た
だ
文
士
と
し
て
の
面
子
を
潰
さ
れ

た
こ
と
か
ら
来
る
怒
り
だ
け
が
原
因
だ
っ
た
の
か
。

　

こ
こ
で
本
作
の
構
成
を
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
た
い
。「
上
の
巻
」
は
和
助
と
鉄
五
郎
の
語
り
を
中
心
と
し
た
典
型
的
な
道
行
文
。

古
典
的
と
も
言
え
る
始
ま
り
で
あ
る
。「
中
の
巻
」
か
ら
「
下
の
巻
（
一
）」
に
か
け
て
は
和
助
の
六
年
前
に
一
目
見
た
ば
か
り
で
生
ま

れ
た
「
恋
」
が
語
ら
れ
る
。
言
葉
も
交
わ
さ
ぬ
一
瞬
の
邂
逅
か
ら
数
年
間
恋
い
焦
が
れ
続
け
る
思
い
の
強
さ
や
身
分
違
い
の
恋
と
い
っ

た
モ
チ
ー
フ
は
、
泉
鏡
花
の
観
念
小
説
「
外
科
室
」（
明
治
二
八
年
）
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
も
し
「
下
の
巻
（
一
）」
で
和
助
が
「
川
楠
様

の
奥
様
」
に
話
し
か
け
た
結
果
、
彼
女
の
方
か
ら
も
和
助
の
こ
と
を
思
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
展
開
と
な
っ
た
な
ら
ば
、

こ
の
小
説
は
ま
さ
し
く
鏡
花
調
の
運
命
の
恋
の
物
語
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。「
鉱
夫
の
恋
」
の
場
合

は
完
全
に
一
方
通
行
の
恋
と
し
て
描
か
れ
る
。
和
助
が
一
方
的
に
思
い
を
ま
く
し
立
て
な
が
ら
証
拠
の
品
と
し
て
差
し
出
す
手
巾
を
婦

人
は
「
気
味
の
悪
さ
う
に
」
つ
ま
み
上
げ
て
困
惑
す
る
の
で
あ
る
。「
中
の
巻
」
で
提
示
さ
れ
た
運
命
の
恋
の
物
語
と
い
う
可
能
性
は
こ

こ
で
否
定
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
「
下
の
巻
（
二
）」
で
描
か
れ
る
別
子
大
水
害
発
生
の
夜
の
場
面
お
よ
び
災
害
後
の
場
面
は
、
水
蔭
自
身
が
直
接
現
場
で
取
材
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し
た
成
果
が
存
分
に
生
か
さ
れ
た
記
述
と
な
っ
て
お
り
、「
別
子
銅
山　

変
災
視
察
録
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
数
多
く
の
証
言
か
ら
事
実

関
係
を
抽
出
し
、
再
編
成
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
土
砂
災
害
の
現
場
か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
た
「
川
楠
様
の
奥
様
」
の
遺
体
は
生
前

の
面
影
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
凄
惨
な
姿
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
遺
体
の
損
傷
の
様
子
や
、
作
業
夫
た
ち
の
様
子
や
遺
体
発
掘
作

業
に
支
払
わ
れ
た
手
当
の
金
額
な
ど
も
含
め
、「
下
の
巻
（
二
）」
の
災
害
発
生
後
の
場
面
は
、
現
場
の
生
々
し
い
現
実
が
華
美
な
レ
ト

リ
ッ
ク
を
廃
し
た
写
実
的
な
文
体
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
。

　
「
別
子
銅
山　

変
災
視
察
録
」
と
「
鉱
夫
の
恋
」
の
災
害
描
写
と
を
比
較
す
る
と
、
小
説
「
鉱
夫
の
恋
」
で
は
「
変
災
視
察
録
」
に
多

数
収
め
ら
れ
た
被
災
し
た
人
々
の
悲
劇
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
む
し
ろ
退
け
ら
れ
て
い
る
。「
変
災
視
察
録
」
に
お
い
て
水
蔭
が
実
際
の

災
害
現
場
で
集
め
た
話
の
な
か
に
は
、
家
族
と
死
に
別
れ
て
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
者
が
涙
な
が
ら
に
語
る
災
害
前
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、

一
家
全
滅
の
現
場
の
様
子
か
ら
災
害
時
に
こ
の
家
族
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
の
か
を
推
測
し
、
そ
れ
を
水
蔭
が
同
情
的
に
書
き
記

し
た
記
事
等
も
多
く
見
ら
れ
る
。
新
聞
記
者
江
見
水
蔭
に
は
、
取
材
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
を
伝
え
る
と
共
に
被
災
し
た
人
々
が

そ
れ
ぞ
れ
に
背
負
っ
た
物
語
を
積
極
的
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
変
災
視

察
録
」
の
記
述
に
見
ら
れ
た
こ
う
し
た
劇
的
な
物
語
性
は
、
小
説
「
鉱
夫
の
恋
」
に
お
い
て
は
和
助
の
み
が
担
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の

小
説
に
登
場
す
る
和
助
以
外
の
人
物
は
、
和
助
が
語
り
表
現
す
る
激
情
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
人
夫
も
、
役
員
も
巡
査
も
、

皆
吃
驚
し
て
。『
や
ツ
、
和
助
、
気
が
違
つ
た
か
…
…
』」
と
呆
然
と
す
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
小
説
の
語
り
手
も
和
助
に
同
情

的
に
語
る
こ
と
は
な
い
。
作
者
江
見
水
蔭
が
書
い
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
「
聴
け
ば
聴
く
程
涙
な
ら
ざ
る
は
無
し
。」
等
の
記
者
と
し

て
の
共
感
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
な
語
り
の
態
度
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
小
説
全
体
を
概
観
す
る
と
「
鉱
夫
の
恋
」
は
、
伝
統
的
な
物
語
の
形
式
か
ら
始
ま
り
、
明
治
二
〇
年
代
に
流
行
し
た
硯

友
社
的
な
小
説
の
ス
タ
イ
ル
を
経
て
、
旧
来
の
物
語
性
を
否
定
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
へ
と
至
る
、
明
治
期
の
小
説
史
を
模
し
た
構
成
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が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
構
成
の
試
み
は
小
説
と
し
て
の
完
成
度
を
高
め
る
こ
と
に
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
が
、
意
欲
的
な
挑
戦
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
構
成
の
意
味
を
理
解
す
る
と
、
水
蔭
が
『
神
戸
新
聞
』
掲

載
時
に
起
き
た
組
み
違
え
に
対
し
て
「
単
な
る
正
誤
に
留
め
ず
、
全
部
再
掲
載
を
主
張
し
」
た
こ
と
も
頷
け
る
。
紙
面
の
前
後
組
み
違

え
は
小
説
表
現
の
歴
史
的
推
移
そ
の
も
の
を
見
せ
よ
う
と
す
る
こ
の
小
説
に
と
っ
て
最
も
致
命
的
な
ミ
ス
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お 
わ 
り 
に

　

本
稿
で
は
江
見
水
蔭
「
鉱
夫
の
恋
」
の
小
説
構
成
が
持
つ
意
味
を
、
作
品
発
表
時
の
事
情
を
勘
案
し
な
が
ら
読
み
解
く
こ
と
を
試
み

た
。
東
京
を
中
心
と
し
た
文
壇
を
強
く
意
識
し
て
い
た
水
蔭
が
、
中
央
か
ら
距
離
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
期
、
そ
れ
が
『
神
戸

新
聞
』
立
ち
上
げ
の
明
治
三
一
年
か
ら
三
二
年
で
あ
っ
た
。
東
京
か
ら
物
理
的
に
離
れ
、
文
壇
へ
の
影
響
力
と
い
う
面
か
ら
も
隔
た
り

を
強
く
感
じ
た
水
蔭
に
は
、
東
京
で
活
躍
す
る
鏡
花
た
ち
や
関
西
文
壇
を
乗
り
越
え
る
新
た
な
文
学
的
立
ち
位
置
を
見
い
だ
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
こ
れ
ま
で
主
流
と
な
っ
て
い
た
文
学
を
包
括
的
に
捉
え
直
し
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
文
学
的

価
値
観
を
打
ち
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
「
実
地
見
聞
の
被
害
記
事
の
他
に
『
鉱
夫
の
恋
』
と
い
ふ
短
篇
小
説
ま
で
書
い
て
、

勉
強
振
り
を
示
し
た
」
も
の
の
、「
勉
強
振
り
を
示
し
た
」
努
力
が
直
接
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
構
成
に
隠
さ
れ
た
企
み
が
読

者
に
届
く
ほ
ど
に
は
そ
の
作
品
が
洗
練
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
作
品
は
読
み
返
さ
れ
る
こ
と

も
な
く
歴
史
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

本
稿
で
取
り
扱
っ
た
話
題
は
散
逸
し
た
初
出
テ
ク
ス
ト
の
問
題
や
江
見
水
蔭
関
連
資
料
の
不
整
備
な
ど
今
後
の
課
題
も
多
い
。
し
か

し
「
鉱
夫
の
恋
」
を
現
代
の
視
点
か
ら
改
め
て
読
み
直
す
と
、
本
作
は
自
然
主
義
文
学
の
時
代
の
到
来
を
予
言
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ

り
、
そ
れ
が
硯
友
社
か
ら
田
山
花
袋
を
見
い
だ
し
た
水
蔭
の
作
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
は
文
学
史
的
価
値
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
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だ
ろ
う
。

注１ 

神
戸
新
聞
社
立
ち
上
げ
当
時
の
事
情
に
関
し
て
は
、
神
戸
新
聞
創
刊
百
周
年
記
念
委
員
会
社
史
編
修
部
会
編
修
『
神
戸
新
聞
百
年
史
』（
平
成
一
〇

年
一
一
月
、
神
戸
新
聞
社
）
に
多
く
を
依
っ
た
。

２ 

江
見
水
蔭
『
自
己
中
心
明
治
文
壇
史
』（
昭
和
二
年
一
〇
月
、
博
文
館
）。
引
用
に
際
し
て
、
傍
点
は
省
略
し
た
。

３ 

注
２
に
同
じ
。

４ 

注
２
に
同
じ
。

５ 

注
２
に
同
じ
。

６ 

『
太
陽
』
第
五
巻
第
二
四
号
（
明
治
三
二
年
一
一
月
）

 

（
大
谷
大
学
講
師　

国
文
学
（
近
代
文
学
））

 

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
神
戸
新
聞
、
別
子
銅
山
変
災
視
察
録
、
硯
友
社




