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１
．
は
じ
め
に

─
角
田
光
代
『
対
岸
の
彼
女
』
に
つ
い
て

　

角
田
光
代
の
作
品
は
、
結
婚
、
家
族
、
友
情
な
ど
女
性
の
日
常
性
に
寄
り

添
っ
た
物
語
世
界
を
描
き
な
が
ら
、
か
つ
現
実
社
会
の
問
題
に
切
り
込
む
視
点

を
も
つ
。
本
稿
で
論
じ
る
『
対
岸
の
彼
女
』
も
、
女
性
同
士
の
友
情
、
専
業
主

婦
の
就
労
問
題
、
待
機
児
童
問
題
な
ど
、
女
性
を
取
り
巻
く
問
題
を
扱
っ
て
い

る
。

　
『
対
岸
の
彼
女
』
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
、『
別
冊
文

藝
春
秋
』
に
連
載
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
に
単
行
本
化
さ
れ
た
の
ち
、
二

〇
〇
五
年
一
月
、
第
一
三
二
回
直
木
賞
を
受
賞
し
た
。
漫
画
化
（
安
孫
子
三

和�

作
画
、
白
泉
社Jets�com

ics

、
二
〇
〇
五
年
九
月
）、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化

（W
O
W

W
O
W

、
二
〇
〇
六
年
一
月
一
五
日
、
主
演
＝
夏
川
結
衣
、
財
前
直

見
）
も
さ
れ
た
。
ま
た
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一

七
年
二
月
に
は
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
ナ
ナ
コ
の
そ
の
後
を
描
い
た
ス
ピ
ン

オ
フ
小
説
「
私
の
灯
台
」
も
発
表
さ
れ
た
（『JT

�

ち
ょ
っ
と
一
服
ひ
ろ
ば
』）。

　

榎
本
正
樹
は
「『
対
岸
の
彼
女
』
は
、
夫
婦
小
説
で
あ
り
、
育
児
小
説
で
あ

り
、
家
族
小
説
で
あ
り
、
個
人
史
を
め
ぐ
る
小
説
で
あ
る
の
だ
が
、
結
婚
と
い

う
制
度
の
自
明
性
を
疑
っ
た
り
、
育
児
や
家
事
に
非
協
力
的
で
妻
の
仕
事
を
見

下
す
夫
の
無
理
解
を
日
常
の
視
点
か
ら
暴
き
立
て
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
文
脈

を
含
み
つ
つ
、〝
そ
の
先
〟
さ
え
を
も
示
唆
す
る
野
心
に
満
ち
て
い
る
」
と
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
小
説
と
し
て
高
く
評
価
す
る（

１
）。

　

ま
た
、
野
崎
歓
は
書
評
に
お
い
て
、「
そ
も
そ
も
友
情
は
い
つ
ま
で
そ
の
力

を
保
て
る
も
の
な
の
か
」
と
い
う
問
題
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
小
説
と
し
て
評

価
す
る（

２
）。

他
に
も
、
バ
ブ
ル
世
代
の
問
い
直
し
と
し
て
読
む
大
杉
重
男（

３
）

や
、
独
身
女
性
と
専
業
主
婦
を
隔
て
る
障
壁
を
乗
り
越
え
る
物
語
と
し
て
読
む

森
絵
都（

４
）な

ど
、
友
情
、
家
族
、
労
働
な
ど
女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
複
層
的
に
描
か
れ
て
い
る
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

直
木
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
高
い
評
価
を
得
て
い
る
『
対
岸
の
彼
女
』
で
あ
る

が
、
こ
の
作
品
単
独
で
扱
っ
た
先
行
論
文
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
稿
で
は
、
育

児
小
説
、
夫
婦
小
説
、
家
族
小
説
、
友
情
小
説
な
ど
様
々
な
角
度
か
ら
読
む
こ

と
の
で
き
る
『
対
岸
の
彼
女
』
を
、
ま
ず
、
小
夜
子
を
中
心
に
子
供
を
も
っ
た

母
親
が
働
く
〈
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
ザ
ー
小
説
〉
と
し
て
読
み
、
育
児
を
し
な
が

ら
の
就
労
の
難
し
さ
を
現
実
社
会
の
し
く
み
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
労
働
の
問
題
と

し
て
捉
え
て
考
え
て
ゆ
く
。
次
に
、
構
成
と
語
り
に
注
目
し
つ
つ
、
ナ
ナ
コ
・

葵
／
小
夜
子
・
葵
の
物
語
と
し
て
読
む
。
単
な
る
友
情
の
物
語
で
は
な
く
、「
独

身
女
性
」
と
「
主
婦
」
の
起
業
の
可
能
性
を
そ
こ
に
見
出
し
、
女
性
間
の
エ
ン

－�89�－



パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
物
語
と
し
て
新
た
に
位
置
づ
け
て
ゆ
き
た
い
。
こ
こ
で
の

「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
と
は
、
北
野
誠
一
の
定
義
を
借
り
て
、「
自
分
ら
し
く
・

人
間
ら
し
く
共
に
生
き
る
価
値
と
力
を
高
め
る
こ
と
」（

５
）と

し
て
お
く
。

２
．〈
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
ザ
ー
小
説
〉
と
し
て
の
『
対
岸
の
彼
女
』

　
　
　

─
小
夜
子
の
物
語

　

田
村
小
夜
子
は
五
年
前
に
結
婚
退
社
し
て
、
娘
あ
か
り
を
育
て
る
専
業
主
婦

で
あ
る
。
小
夜
子
が
働
き
始
め
よ
う
と
思
っ
た
の
は
一
枚
の
ブ
ラ
ウ
ス
が
き
っ

か
け
だ
。
一
枚
「
一
万
五
千
八
百
円
」
の
ブ
ラ
ウ
ス
を
手
に
取
っ
た
と
き
、
こ

れ
が
高
い
の
か
安
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。「
そ
も
そ
も
自
分
と
同
い
年
の

女
性
に
と
っ
て
、
ブ
ラ
ウ
ス
の
相
場
と
は
ど
の
く
ら
い
な
の
か
」

─
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
、
女
性
は
主
婦
に
な
る
と
家
事
や
育
児
に
追
わ
れ
、
現
実
社
会
か

ら
切
り
離
さ
れ
、
家
庭
と
い
う
場
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
公
園
デ
ビ
ュ
ー
も
で
き
ず
、
人
見
知
り
す
る
あ
か
り
の
こ
と
も
心
配

で
、
自
ら
が
働
き
に
出
れ
ば
、
あ
か
り
も
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た

思
い
か
ら
働
く
こ
と
を
決
心
す
る
。
プ
ラ
チ
ナ
・
プ
ラ
ネ
ッ
ト
と
い
う
、
本
業

は
旅
行
会
社
だ
が
、
清
掃
作
業
も
行
っ
て
い
る
会
社
に
面
接
に
行
く
と
、
偶

然
、
社
長
の
楢
橋
葵
が
同
じ
大
学
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
雇
用
が
決
ま

り
、
清
掃
業
の
研
修
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
夫
の
修
二
は
小
夜
子
の
就
業
に
否
定
的
で
、
小
夜
子
の
業
務
が
清

掃
業
務
だ
と
聞
く
と
、「
な
ん
だ
、
お
掃
除
お
ば
さ
ん
っ
て
わ
け
か
」
と
「
馬

鹿
に
し
て
い
る
」
口
調
で
言
う
。
本
格
的
に
働
き
始
め
る
と
、
帰
り
が
遅
く
な

り
、
食
事
の
準
備
、
あ
か
り
の
世
話
に
追
わ
れ
る
小
夜
子
は
、
つ
い
夫
に
き
つ

く
当
た
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
小
夜
子
に
対
し
て
、
修
二
は
「
働
く
の
は
悪
い

こ
と
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
無
理
を
し
て
働
く
こ
と
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と

い
う
。「
お
ま
え
が
い
な
い
こ
と
で
支
障
が
出
る
よ
う
な
仕
事
じ
ゃ
な
い
ん
だ

ろ
？
い
っ
た
ん
休
ん
で
、
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
仕
事
捜
し
て
、
そ
れ
で
前
み
た
い

に
意
味
の
あ
る
仕
事
を
見
つ
け
た
ら
ど
う
か
っ
て
さ
」
と
小
夜
子
に
言
う
修
二

は
、
あ
る
意
味
、
女
性
の
就
労
に
否
定
的
な
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
偏
見
を
表
し

て
い
る
。

　
「
な
ん
だ
、
お
掃
除
お
ば
さ
ん
っ
て
わ
け
か
」
と
い
う
修
二
の
軽
口
の
背
後

に
は
、
労
働
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
の
問
題
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
の
修
二
に
と
っ
て
清
掃
業
と
い
う
の
は
一
段
低
く
見
ら
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
女
性
が
多
く
従
事
す
る
介
護
、
清
掃
等
は
家
事
の
延
長
と
し
て
み

な
さ
れ
、
低
く
評
価
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
賃
金
も
低
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
男
性
の
仕
事
の
代
表
格
で
、
や
り
が
い
の
あ

る
仕
事
だ
か
ら
相
応
の
対
価
の
賃
金
を
も
ら
え
る
、
と
い
う
図
式
に
対
し
て
、

清
掃
業
は
家
事
の
延
長
で
、
片
手
間
に
や
る
仕
事
、
ゆ
え
に
賃
金
は
低
い
と
い

う
構
図
で
あ
る
。
本
来
な
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
清
掃
業
も
職
業
と
し
て
は
等
価

で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
労
働
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、

介
護
、
清
掃
な
ど
の
女
性
の
家
事
の
延
長
と
み
な
さ
れ
る
仕
事
は
低
評
価
、
低

賃
金
な
の
だ
。

　

ま
た
、「
お
ま
え
が
い
な
い
こ
と
で
支
障
が
出
る
よ
う
な
仕
事
じ
ゃ
な
い
ん

だ
ろ
？
い
っ
た
ん
休
ん
で
、
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
仕
事
捜
し
て
、
そ
れ
で
前
み
た

い
に
意
味
の
あ
る
仕
事
を
見
つ
け
た
ら
ど
う
か
っ
て
さ
」
と
い
う
修
二
の
言
葉

の
背
景
に
は
、
女
性
の
労
働
は
代
替
可
能
で
あ
る
と
い
う
偏
見
が
透
け
て
見
え

る
。
こ
の
発
想
は
多
く
の
女
性
が
パ
ー
ト
労
働
、
派
遣
労
働
に
従
事
せ
ざ
る
を

え
な
い
と
い
う
現
状
を
反
映
し
て
い
る
。

　
『
対
岸
の
彼
女
』
が
発
表
さ
れ
た
二
〇
〇
三
年
の
、
女
性
の
年
齢
階
級
別
労

－�90�－



働
力
率
を
見
る
と
、
二
五
～
二
九
歳
が
就
労
の
ピ
ー
ク
で
七
三
・
四
％
、
そ
こ

か
ら
な
だ
ら
か
に
落
ち
込
み
、
再
度
上
昇
し
七
〇
％
台
に
持
ち
直
す
の
が
四
〇

代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
厚
生
労
働
省
「
平
成
一
五
年
版
働
く
女
性
の
実

情
」）。
こ
の
よ
う
に
女
性
の
年
齢
階
級
別
労
働
力
率
が
М
字
型
曲
線
構
造
を
描

く
の
は
、
多
く
の
女
性
が
結
婚
・
出
産
に
よ
っ
て
離
職
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
育
児
か
ら
手
が
離
れ
復
職
し
て
も
、
パ
ー
ト
労
働
や
非
正
規
雇
用
の
場
合

が
多
い
。
既
婚
女
性
が
な
か
な
か
正
規
採
用
の
職
に
戻
れ
な
い
の
は
、
男
性
は

労
働
、
女
性
は
家
事
育
児
と
い
う
性
別
役
割
分
業
の
意
識
の
ほ
か
に
も
、
労
働

要
員
と
し
て
女
性
は
代
替
可
能
で
あ
る
と
い
う
産
業
構
造
が
あ
る
。

　

ま
た
、
修
二
の
母
親
（
小
夜
子
に
と
っ
て
義
母
）
も
、
息
子
の
嫁
の
就
労

を
よ
く
思
わ
な
い
。「
ね
え
小
夜
子
さ
ん
、
本
当
に
働
く
の
？
修
二
の
お
給
料

じ
ゃ
そ
ん
な
に
足
り
な
い
？
」
と
小
夜
子
を
非
難
す
る
義
母
は
、
小
夜
子
が
働

き
た
い
と
い
う
の
は
息
子
の
給
料
だ
け
で
は
家
計
を
賄
え
な
い
と
い
う
小
夜
子

の
不
満
か
ら
だ
と
邪
推
す
る
。
小
夜
子
が
無
理
し
て
働
こ
う
と
す
る
の
は
、
息

子
の
甲
斐
性
の
な
さ
へ
の
小
夜
子
の
暗
黙
の
非
難
だ
と
義
母
に
は
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
義
母
の
思
考
の
背
景
に
は
、
主
婦
は
夫
の
稼
ぎ
で
家
を

切
り
盛
り
す
る
と
い
う
専
業
主
婦
と
し
て
の
矜
持
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
男
性
は

働
き
、
女
性
は
家
を
守
る
と
い
う
性
別
役
割
分
業
を
内
面
化
し
た
義
母
に
と
っ

て
、
小
夜
子
の
就
労
は
理
解
し
が
た
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
義
母
が
囚
わ
れ
て
い
る
の
は
育
児
に
お
け
る
三
歳
児
神
話
で
あ

る
。
孫
の
あ
か
り
を
預
か
る
こ
と
を
承
諾
し
て
い
た
義
母
で
あ
る
が
、
い
ざ
預

か
る
段
に
な
る
と
、「
私
は
子
ど
も
た
ち
が
帰
っ
て
く
る
と
き
家
に
い
な
い
母

親
に
は
な
り
た
く
な
か
っ
た
、
子
ど
も
に
さ
み
し
い
思
い
を
さ
せ
て
ま
で
働
く

人
の
気
が
知
れ
な
い
」
と
小
夜
子
に
嫌
味
を
言
う
。

　

三
歳
児
神
話
と
は
、「
子
ど
も
は
三
歳
ま
で
は
、
常
時
家
庭
に
お
い
て
母
親

の
手
で
育
て
な
い
と
、
子
ど
も
の
そ
の
後
の
成
長
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
」（

６
）と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。
欧
米
の
母
子
研
究
の
影
響
を
受
け
た
三
歳
児
神
話
が
広

ま
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
で
あ
る
と

い
う（

７
）。

お
そ
ら
く
義
母
は
こ
う
し
た
専
業
主
婦
の
母
親
が
子
育
て
す
る
の

が
、
子
ど
も
の
生
育
に
と
っ
て
一
番
い
い
と
い
う
育
児
理
念
を
内
面
化
し
た
世

代
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
こ
う
し
た
三
歳
児
神
話
を
夫
の
修
二
も
口
に
す
る
。「
ほ
ら
、
三
歳

に
な
る
ま
で
、
ど
れ
だ
け
母
親
と
一
緒
に
い
ら
れ
た
か
で
、
そ
の
後
の
性
格

形
成
が
だ
い
ぶ
違
っ
て
く
る
ん
だ
ろ
？
（
中
略
）
働
く
の
は
あ
か
り
が
も
う
少

し
大
き
く
な
っ
て
か
ら
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
人
ん
ち
掃
除
す
る
の
も
い

い
け
ど
、
そ
れ
で
う
ち
の
こ
と
が
お
ざ
な
り
に
な
る
ん
だ
っ
た
ら
意
味
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
あ
」

─
三
歳
児
神
話
を
盾
に
小
夜
子
の
就
労
に
対
し
て
苦
言

を
呈
す
る
修
二
で
あ
る
が
、
外
で
働
く
と
家
事
が
お
ざ
な
り
に
な
る
と
い
う
言

葉
の
背
後
に
は
、
性
別
役
割
分
業
を
自
明
視
す
る
家
父
長
制
的
発
想
に
修
二
が

と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
専
業
主
婦
に
よ
る
育
児
を
推
奨
す
る
三
歳

児
神
話
は
、「
女
性
を
主
婦
役
割
に
回
収
す
る
装
置
」（

８
）と

も
な
る
の
だ
。

　

専
業
主
婦
と
し
て
女
性
が
家
事
育
児
を
す
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と

し
て
疑
わ
な
い
義
母
と
、
小
夜
子
の
世
代
間
の
壁
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
対
岸

の
彼
女
』
が
発
表
さ
れ
た
二
〇
〇
三
年
を
物
語
の
時
間
と
す
る
と
、
三
五
歳
の

小
夜
子
は
一
九
六
八
年
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
修
二
も
同
年
代
だ
と
す

る
と
、
修
二
の
母
親
は
高
度
経
済
成
長
期
に
結
婚
し
、
子
育
て
を
し
た
世
代
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
に
お
い
て
「
主
婦
」
が
誕
生
し
た
の
は
、
大
正
時
代
、
特
に
第
一
次
大

戦
後
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
が
当
時
、
数
が
少
な
い
会
社
員
や
教
師
、

官
吏
な
ど
の
「
新
中
間
層
」
で
あ
っ
た
。
女
性
の
多
く
が
「
主
婦
化
」
し
て
ゆ
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く
の
は
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
で
あ
る
。
経
済
成
長
と
と
も
に
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
家
庭
が
増
え
、
男
性
は
働
き
、
女
性
は
家
事
・
育
児
と
い
う
性
別
役
割
分

業
に
基
づ
い
た
家
族
形
態
が
一
般
化
し
、「
専
業
主
婦
」
が
増
加
す
る
。
そ
れ

が
、「
一
般
的
」
な
女
性
の
ラ
イ
フ
・
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
だ（

９
）。

義
母
も
高

度
経
済
成
長
期
の
「
専
業
主
婦
」
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

　

専
業
主
婦
で
あ
る
母
親
に
育
て
ら
れ
た
修
二
も
、
一
家
の
主
で
あ
る
自
分
が

働
き
、
小
夜
子
は
家
を
守
る
と
い
う
戦
後
高
度
経
済
成
長
期
の
家
族
規
範
を
生

き
て
お
り
、
小
夜
子
が
働
き
た
い
と
思
う
気
持
ち
を
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
大
学
卒
業
後
、
映
画
配
給
会
社
に
就
職
し
た
小
夜
子
は
、
募
集
・
採

用
・
配
置
・
昇
進
に
お
い
て
女
性
を
男
性
と
均
等
に
取
り
扱
う
こ
と
を
努
力
義

務
と
し
た
「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」
制
定
（
一
九
八
五
年
）
後
に
就
職
し
た

世
代
で
あ
る
。
女
性
も
男
性
と
同
等
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
識
を

も
っ
て
就
職
し
た
世
代
で
あ
る
。
小
夜
子
は
結
婚
退
職
し
て
い
る
が
、
積
極
的

に
専
業
主
婦
に
な
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
職
場
の
「
微
妙
な
対
立
」
に

な
じ
め
ず
、
結
婚
退
職
と
い
う
道
を
消
極
的
に
選
択
し
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
『
対
岸
の
彼
女
』
は
高
度
経
済
成
長
期
の
「
専
業
主
婦
」
で
あ

る
義
母
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
以
後
の
小
夜
子
、
そ
し
て
、
自
ら
会
社
を
立

ち
上
げ
て
働
く
独
身
キ
ャ
リ
ア
・
ウ
ー
マ
ン
の
葵
と
い
う
、
異
な
る
女
性
の
ラ

イ
フ
コ
ー
ス
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、〈
女
性
と
労
働
〉
が
テ
ー

マ
の
主
軸
で
あ
る
。

　

さ
て
、
い
ざ
、
就
労
が
決
ま
っ
て
も
、
次
に
待
っ
て
い
る
の
は
あ
か
り
を
預

け
る
保
育
園
を
探
す
困
難
で
あ
る
。

認
可
保
育
園
に
入
る
の
は
大
変
だ
と
、
知
り
合
い
の
主
婦
か
ら
聞
か
さ
れ

て
も
い
た
し
、
雑
誌
で
読
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
人
ご
と
の
よ
う

に
思
っ
て
い
た
。（
中
略
）
し
か
し
第
一
希
望
の
保
育
園
は
、
入
園
希
望

児
童
が
十
人
近
く
待
機
し
て
い
る
と
言
わ
れ
面
食
ら
っ
た
。
待
機
人
数
に

違
い
は
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
入
園
で
き
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
。

　
『
対
岸
の
彼
女
』
は
二
〇
〇
三
年
の
発
表
だ
が
、
現
在
も
待
機
児
童
問
題
を

め
ぐ
る
状
況
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

専
業
主
婦
で
あ
っ
た
小
夜
子
が
育
児
を
し
な
が
ら
働
く
こ
と
を
阻
害
す
る
原

因
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
性
別
役
割
分
業
や
三
歳
児
神
話
に

と
ら
わ
れ
た
夫
や
義
母
の
無
理
解
、
そ
し
て
待
機
児
童
問
題
な
ど
社
会
や
政
治

の
壁
で
あ
る
が
、
小
夜
子
の
就
労
を
阻
害
す
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
次

に
述
べ
る
よ
う
に
、
母
親
で
あ
る
小
夜
子
本
人
の
中
に
あ
る
労
働
と
育
児
の
ト

ラ
ウ
マ
、
育
児
か
ら
の
逃
避
と
し
て
の
労
働
な
ど
、
小
夜
子
自
身
の
中
に
も
自

身
の
就
労
を
阻
害
す
る
要
因
が
あ
る
の
だ
。

　

小
夜
子
が
働
こ
う
と
思
っ
た
の
は
決
し
て
積
極
的
な
意
志
か
ら
で
は
な
い
。

面
接
の
際
も
、「
働
き
た
い
、
で
は
な
く
て
、
働
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
と
、

心
の
な
か
で
は
言
っ
て
い
た
。
あ
か
り
の
た
め
に
、
母
親
で
あ
る
自
分
の
た
め

に
」
と
心
の
中
で
思
う
。

　

小
夜
子
に
と
っ
て
、
こ
の
時
点
で
働
く
こ
と
と
は
、「
働
き
た
い
」
で
は
な

く
、「
働
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
」
で
あ
り
、
働
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
あ
か
り
を

連
れ
て
「
公
園
に
い
か
な
く
て
い
い
」
の
だ

─
つ
ま
り
、
ワ
ン
オ
ペ
育
児
に

行
き
詰
ま
り
、
マ
マ
た
ち
の
人
間
関
係
に
も
疲
れ
て
い
た
小
夜
子
に
と
っ
て
労

働
と
は
、
育
児
そ
の
も
の
や
育
児
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら

逃
避
す
る
手
段
で
し
か
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
、
保
育
園
に
あ
か
り
を
預
け
る
こ
と
が
で
き
、
仕
事
で
覚
え
る
こ
と
も

増
え
、
仕
事
に
や
り
が
い
を
見
つ
け
出
し
た
小
夜
子
だ
が
、
あ
か
り
を
預
け
て

ま
で
仕
事
を
す
る
こ
と
に
逡
巡
す
る
こ
と
も
あ
る
。
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保
育
園
に
通
い
は
じ
め
て
か
ら
十
日
が
過
ぎ
て
い
る
の
に
、
お
う
ち
に

い
た
い
と
今
日
も
泣
い
た
あ
か
り
が
思
い
出
さ
れ
る
。
自
転
車
に
取
り
つ

け
た
補
助
椅
子
で
、
空
を
仰
ぐ
よ
う
に
し
て
泣
い
た
あ
か
り
の
ち
い
さ
な

頭
が
思
い
浮
か
ぶ
。
働
く
こ
と
に
も
う
迷
い
は
な
い
も
の
の
、
そ
ん
な
ふ

う
に
し
て
泣
く
の
を
見
る
た
び
に
、
胸
が
ふ
さ
が
れ
る
思
い
が
す
る
。

　

こ
の
場
面
に
は
、
働
く
母
親
が
抱
え
る
育
児
と
労
働
の
ト
ラ
ウ
マ
が
表
れ
て

い
る
。
育
児
が
母
親
の
み
の
仕
事
と
見
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、
育
児
と
労
働
を

両
立
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
だ
。
子
供
へ
の
負
い
目
を
母
親
の
み
が
感
じ
な
け
れ

ば
な
ら
い
背
景
に
は
、
男
性
の
育
児
参
加
率
の
低
さ
、
保
育
園
な
ど
の
施
設
の

不
足
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
育
児
と
労
働
の
両
立
に
逡
巡
す
る
小
夜
子
で
あ
る
が
、
清
掃
の

仕
事
を
き
っ
か
け
に
徐
々
に
人
間
関
係
が
築
け
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
あ

か
り
を
自
転
車
に
乗
せ
て
保
育
園
に
送
り
迎
え
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
分

と
同
じ
よ
う
に
働
き
な
が
ら
育
児
を
し
て
い
る
母
親
が
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

「
チ
ー
ち
ゃ
ん
マ
マ
は
介
護
関
係
、
レ
ン
く
ん
マ
マ
は
生
命
保
険
会
社
、
タ
ッ

キ
ー
マ
マ
は
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
翻
訳
を
し
て
い
る
。
よ
く
顔
を
合
わ
せ
る
彼
女

た
ち
に
笑
顔
で
答
え
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
も
み
ん
な
、
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
と
か

け
声
を
か
け
な
が
ら
自
転
車
を
走
ら
せ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
と
小
夜
子
は
思

う
」

─
「
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
」
と
言
い
な
が
ら
、
自
転
車
の
ペ
ダ
ル
を
踏
む

こ
と
で
、
育
児
と
労
働
の
両
立
の
困
難
さ
を
乗
り
越
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
女
た

ち
の
連
帯
が
読
み
取
れ
る
場
面
で
あ
る
。

　

ま
た
、
育
児
と
労
働
の
両
立
に
困
難
を
感
じ
な
が
ら
も
、
一
歩
一
歩
前
に
進

ん
で
ゆ
く
小
夜
子
は
、
夫
の
嫌
味
を
無
視
で
き
た
り
、
反
論
で
き
た
り
す
る
よ

う
に
も
な
る
。
小
夜
子
は
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
と
、
自
分
の
周
囲
も
変

え
て
ゆ
く
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ワ
ン
オ
ペ
育
児
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
働
き
だ
し
た
小
夜
子

は
、
仲
間
と
と
も
に
働
く
こ
と
で
、
ま
た
自
分
の
周
囲
に
働
く
母
親
が
い
る
こ

と
に
気
づ
く
こ
と
で
、
育
児
と
労
働
の
ト
ラ
ウ
マ
（
子
供
を
置
い
て
ま
で
働
く

こ
と
の
罪
悪
感
）
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
ね
え
、
あ

か
り
が
変
わ
っ
た
こ
と
、
わ
か
っ
て
る
？
ち
ゃ
ん
と
見
て
る
？
最
近
は
お
友
だ

ち
が
で
き
て
、
お
し
ゃ
べ
り
も
ず
い
ぶ
ん
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
な

い
？
」
と
夫
に
問
い
か
け
る
小
夜
子
は
、
変
わ
っ
た
の
は
「
あ
か
り
だ
け
じ
ゃ

な
い
、
私
だ
っ
て
そ
う
だ
」
と
思
う
。
母
親
が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
親
も

子
供
も
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
を
得
る
の
だ
。

　
『
対
岸
の
彼
女
』
は
、
夫
や
義
母
の
無
理
解
、
子
供
を
持
つ
女
性
が
働
く
こ

と
を
困
難
に
さ
せ
る
社
会
的
要
因
を
背
景
に
、
小
夜
子
と
い
う
母
親
が
働
く
こ

と
に
意
味
を
見
つ
け
出
す
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
小
夜
子
に
と
っ
て
の
労
働
と

は
、
そ
れ
ま
で
人
間
関
係
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
自
分
を
変
化
さ
せ
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
周
囲
の
人
間
（
子
供
、
夫
）
を
変
え
る
こ
と
で
も
あ
り
、
同

じ
子
ど
も
を
持
ち
な
が
ら
働
く
女
性
た
ち
と
の
連
帯
感
を
築
く
こ
と
だ
っ
た
。

「
公
園
巡
り
で
鬱
々
と
し
て
い
た
自
分
」
が
、「
何
か
を
変
え
た
い
と
思
い
、
腰

を
あ
げ
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
参
加
し
、
女
た
ち
と
意
見
を
言
い
合
い
、
試

行
錯
誤
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
掃
除
業
務
を
か
た
ち
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
」
と
い
う
自
信
を
得
る
。
そ
し
て
、
そ
の
労
働
と
は
「
だ
れ
か
と
取

り
替
え
が
き
く
と
か
き
か
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
と
は
遠
く
隔
た
っ
た
」

も
の
で
あ
る
と
思
い
い
た
る
。
夫
か
ら
「
お
掃
除
お
ば
さ
ん
」
と
見
下
さ
れ
て

い
た
清
掃
と
い
う
仕
事
は
、「
だ
れ
か
と
取
り
替
え
が
き
く
と
か
き
か
な
い
と

か
」
と
い
う
代
替
可
能
な
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
小
夜
子
に
よ
っ
て
〈
自

分
が
や
る
仕
事
〉
と
し
て
の
意
義
が
与
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
働
く
意
味
を
見
出
し
て
ゆ
く
小
夜
子
で
あ
る
が
、
こ
の
物
語
で
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も
う
一
つ
「
労
働
」
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
が
、
物
語
の
最
後
、
葵
の
部
屋

の
「
掃
除
」
を
す
る
場
面
で
あ
る
。『
対
岸
の
彼
女
』
の
隠
れ
た
モ
チ
ー
フ
の

一
つ
は
「
掃
除
」
と
い
う
労
働
で
あ
る
。
夫
に
は
「
お
掃
除
お
ば
さ
ん
」
と
馬

鹿
に
さ
れ
な
が
ら
も
、
清
掃
業
に
意
味
を
見
出
す
小
夜
子
、
そ
し
て
、
葵
と
ナ

ナ
コ
の
過
去
の
回
想
場
面
で
は
、
二
人
が
夏
休
み
に
ペ
ン
シ
ョ
ン
で
掃
除
業
務

の
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
。
最
後
に
、
葵
と
小
夜
子
を
結
び
つ
け
る
の
も
「
掃

除
」
で
あ
る
。

　
『
対
岸
の
彼
女
』
に
お
け
る
「
掃
除
」
の
役
割
を
見
て
ゆ
く
前
に
、
も
う
一

つ
の
物
語
の
軸
で
あ
る
葵
と
ナ
ナ
コ
の
過
去
の
回
想
場
面
を
見
て
ゆ
こ
う
。

３
．〈
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
小
説
〉
と
し
て
の
『
対
岸
の
彼
女
』

　
　
　

─
ナ
ナ
コ
と
葵
／
小
夜
子
と
葵
の
物
語

　

こ
れ
ま
で
、『
対
岸
の
彼
女
』
を
〈
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
ザ
ー
小
説
〉
と
し
て
、

小
夜
子
を
中
心
に
読
ん
で
き
た
が
、
こ
れ
は
物
語
の
半
分
で
あ
る
。
物
語
は
、

小
夜
子
が
葵
と
い
う
社
長
に
出
会
い
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
を
変
化
さ
せ
て
ゆ
く

小
夜
子
の
パ
ー
ト
（
奇
数
章
）
と
、
高
校
時
代
の
葵
と
ナ
ナ
コ
の
パ
ー
ト
（
偶

数
章
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
時
間
も
場
所
も
異
な
っ
て
い
る
話
が
同
時
並
行

で
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
在
の
葵
の
積
極
的
か
つ
楽
天
的
な
性
格
の
ま
ま
、
偶

数
章
＝
葵
の
過
去
の
パ
ー
ト
を
読
む
と
、
そ
の
違
い
に
読
者
は
と
ま
ど
う
だ
ろ

う
。
い
じ
め
ら
れ
、
人
間
と
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
恐
れ
る
過
去
の
葵
は
、

小
夜
子
の
姿
そ
の
も
の
だ
。
読
者
は
、
な
ぜ
、
人
間
関
係
に
臆
病
だ
っ
た
葵
が

変
わ
っ
た
の
か
、
ま
た
ナ
ナ
コ
と
の
間
に
何
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
興
味
を

も
っ
て
読
み
進
め
る
と
い
う
謎
解
き
の
要
素
も
加
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
仮
説
な
の
だ
が
、
書
き
手
は
、
現
在
の
小
夜
子
と
過
去
の
葵
が
、
あ

た
か
も
同
一
人
物
の
よ
う
に
読
め
る
よ
う
に
仕
掛
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
現
在
の
小
夜
子
と
過
去
の
葵
を
混
同
さ
せ
る
語
り
方
を
あ
え
て
採
用

し
て
い
る
の
だ
。

　

角
田
光
代
は
物
語
構
成
の
う
ま
い
作
家
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
八
日
目
の
蟬
』

で
は
、
誘
拐
犯
で
あ
る
希
和
子
が
、
誘
拐
し
た
赤
ん
坊
・
薫
を
育
て
る
と
い
う

物
語
を
、
希
和
子
と
薫
（
本
当
の
名
前
は
恵
理
菜
）
の
双
方
か
ら
語
る
と
い
う

構
成
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
希
和
子
の
逃
亡
の
地
で
あ
っ
た
小
豆
島
で
希

和
子
と
恵
里
菜
が
お
互
い
を
認
識
し
な
い
ま
ま
遭
遇
す
る
と
い
う
ラ
ス
ト
を
迎

え
る
。
二
人
の
視
点
か
ら
語
る
こ
と
で
、
お
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
過
去
の
ト
ラ
ウ

マ
を
乗
り
越
え
る
物
語
と
な
っ
て
い
る（

10
）。

　
『
対
岸
の
彼
女
』
の
構
成
の
う
ま
さ
は
、
直
木
賞
の
選
評
で
も
触
れ
ら
れ
て

い
る（

11
）。

ま
た
、
榎
本
正
樹
も
「「『
対
岸
の
彼
女
』
に
お
い
て
も
、
奇
数
と

偶
数
の
短
章
を
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
視
点
で
と
ら
え
て
い
く
コ
ン
ト
ラ
ス
テ
ィ

ヴ
な
手
法
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
こ
の
作
品
で
は
偶
数
章
で
語
ら
れ

て
い
く
葵
の
高
校
時
代
の
親
友
野
口
魚
子
を
め
ぐ
る
葵
の
個
人
史
が
、
過
去
と

現
在
を
取
り
結
ぶ
も
う
ひ
と
つ
の
「
対
岸
」
と
し
て
物
語
を
多
重
化
し
て
い
る
」

と
評
価
す
る（

12
）。

　

も
う
少
し
詳
し
く
『
対
岸
の
彼
女
』
の
構
成
と
語
り
方
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
章
の
構
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
奇
数
章
で
小
夜
子

の
視
点
か
ら
現
在
の
物
語
が
語
ら
れ
、
偶
数
章
で
は
、
高
校
時
代
の
葵
と
ナ
ナ

コ
の
過
去
が
葵
の
視
点
で
語
ら
れ
る
。
単
に
小
夜
子
と
葵
の
物
語
が
交
互
に
語

ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
小
夜
子
と
葵
の
物
語
、
葵
と
ナ
ナ
コ
は
パ
ラ
レ
ル
に

描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
葵
の
回
想
部
分
を
読
ん
で
い
る
と
、
葵
の

過
去
は
、
小
夜
子
の
過
去
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
の
だ
。

　

ど
の
よ
う
に
葵
の
過
去
と
小
夜
子
の
現
在
が
シ
ン
ク
ロ
す
る
の
か
。
具
体
的
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な
例
で
み
て
み
よ
う
。
高
校
生
だ
っ
た
葵
は
横
浜
に
住
ん
で
い
た
が
、
高
校
で

の
い
じ
め
が
原
因
で
不
登
校
に
な
る
。
母
親
の
実
家
が
あ
る
群
馬
に
引
っ
越
す

が
、
そ
こ
で
ナ
ナ
コ
と
い
う
不
思
議
な
少
女
と
出
会
う
。
ナ
ナ
コ
は
ク
ラ
ス
の

仲
間
の
輪
に
入
ら
ず
、
独
自
の
世
界
に
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
ん
な

ナ
ナ
コ
に
ひ
そ
か
に
共
感
す
る
葵
は
、
ナ
ナ
コ
と
親
密
に
な
り
、
あ
る
夏
、
伊

豆
の
ペ
ン
シ
ョ
ン
で
一
緒
に
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
。
ア
ル
バ
イ
ト
の
最
終
日
、

バ
イ
ト
代
を
手
に
し
て
帰
途
に
就
く
た
め
駅
で
電
車
を
待
つ
が
、
ナ
ナ
コ
は
電

車
に
乗
ろ
う
と
は
せ
ず
、「
ア
オ
ち
ん
、
あ
た
し
帰
り
た
く
な
い
、
帰
り
た
く

な
い
、
帰
り
た
く
な
い
、
帰
り
た
く
な
い
、
帰
り
た
く
な
い
、
帰
り
た
く
な

い
」
と
繰
り
返
す
。
ナ
ナ
コ
の
家
は
貧
乏
で
、
彼
女
も
い
じ
め
に
あ
っ
て
い
た

の
だ
。
二
人
は
家
出
を
決
意
す
る
。「
あ
た
し
、
ナ
ナ
コ
と
一
緒
だ
と
な
ん
で

も
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
ナ
ナ
コ
に
告
げ
る
葵
。
し
か
し
、
お
金
も
尽

き
、
か
つ
て
葵
を
い
じ
め
て
い
た
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
恐
喝
し
七
千
円
を
手
に
入

れ
、
葵
が
住
ん
で
い
た
ア
パ
ー
ト
の
屋
上
に
行
く
。「
も
っ
と
ず
っ
と
遠
く
に

い
き
た
い
ね
」
と
い
う
葵
に
対
し
て
、
ナ
ナ
コ
は
「
無
表
情
な
声
」
で
「
こ
こ

か
ら
、
手
つ
な
い
で
い
っ
せ
い
の
せ
で
飛
ん
で
み
よ
う
か
」
と
い
う
。
お
そ
ら

く
、
す
さ
ん
だ
家
庭
環
境
、
学
校
で
の
い
じ
め
に
よ
っ
て
心
に
「
空
洞
」
を
抱

え
て
い
た
ナ
ナ
コ
は
、
自
殺
を
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
葵

は
、「
ナ
ナ
コ
と
い
っ
し
ょ
な
ら
な
ん
だ
っ
て
で
き
る
と
、
幼
い
子
ど
も
の
よ

う
な
無
邪
気
さ
」
で
、
飛
び
降
り
て
し
ま
う
。

　

二
人
の
少
女
の
心
中
未
遂
で
終
わ
る
八
章
に
続
く
、
九
章
で
は
、
働
き
始
め

た
こ
と
で
夫
と
の
関
係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
す
る
小
夜
子
が
、
キ
ッ
チ
ン
で
め
く
っ

て
い
た
雑
誌
に
葵
の
会
社
プ
ラ
チ
ナ
・
プ
ラ
ネ
ッ
ト
の
広
告
を
見
つ
け
る
。「
青

と
い
う
よ
り
は
碧
の
、
水
中
の
珊
瑚
や
魚
を
写
す
海
の
写
真
」
を
見
な
が
ら
、

「
小
夜
子
は
暗
い
ダ
イ
ニ
ン
グ
で
、
そ
う
し
て
い
れ
ば
、
写
真
の
向
こ
う
側
に

い
け
る
か
の
よ
う
に
、
じ
っ
と
ま
ぶ
し
い
海
に
目
を
凝
ら
」
す
。

　
「
も
っ
と
ず
っ
と
遠
く
に
行
き
た
い
」
と
願
う
葵
と
ナ
ナ
コ
、
そ
し
て
、
暗

い
ダ
イ
ニ
ン
グ
で
「
向
こ
う
側
」
に
い
け
る
か
の
よ
う
に
目
を
凝
ら
す
小
夜
子

は
、
い
ま
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を
持

つ
。

　

ま
た
、
奇
数
章
は
小
夜
子
の
視
点
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
の
葵
の
心

境
は
描
か
れ
な
い
。
強
く
明
る
く
た
く
ま
し
い
葵
の
外
側
だ
け
し
か
み
え
な

い
。
同
様
に
、
偶
数
章
は
高
校
生
の
葵
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
葵
に
は

ナ
ナ
コ
の
「
空
洞
」
が
見
え
な
い
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
対
岸
の
彼
女
』
は
、
現
在
の
小
夜
子
に
と
っ
て
の
葵
が
、
過

去
の
葵
に
と
っ
て
の
ナ
ナ
コ
の
よ
う
に
描
か
れ
、
現
在
と
過
去
を
交
互
に
織
り

交
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葵
の
過
去
は
、
小
夜
子
の
過
去
で
あ
る
か
の
よ
う
な

錯
覚
を
読
者
に
与
え
つ
つ
、
ず
れ
な
が
ら
つ
な
が
っ
て
い
く
展
開
に
な
っ
て
い

る
。

　

こ
れ
ま
で
過
去
の
葵
の
回
想
部
分
を
読
ん
で
い
る
と
、
葵
の
過
去
は
、
小
夜

子
の
過
去
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
読
者
に
与
え
る
仕
掛
け
が
あ
る
と
論
じ

て
き
た
が
、
過
去
の
葵
と
ナ
ナ
コ
の
関
係
は
、
現
在
の
小
夜
子
と
葵
の
関
係
と

全
く
重
な
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
物
語
は
徐
々
に
小
夜
子
と
葵
の
ズ

レ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

　

自
分
で
企
画
し
た
チ
ラ
シ
配
布
で
掃
除
代
行
の
仕
事
が
取
れ
、
働
く
こ
と
に

意
義
と
自
信
を
見
出
し
て
ゆ
く
小
夜
子
は
、
働
く
女
性
と
し
て
の
同
志
で
あ
る

葵
に
「
楢
橋
さ
ん
と
一
緒
だ
と
、
な
ん
だ
か
な
ん
で
も
で
き
そ
う
な
気
が
す

る
」
と
い
う
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
葵
は
「
一
瞬
真
顔
で
」
小
夜
子
を
見
つ
め

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
か
つ
て
葵
が
ナ
ナ
コ
と
家
出
を
し
た
と
き
に
、
ナ
ナ

コ
に
言
っ
た
言
葉
（「
あ
た
し
、
ナ
ナ
コ
と
一
緒
だ
と
な
ん
で
も
で
き
る
よ
う
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な
気
が
す
る
」）
と
同
じ
だ
か
ら
だ
。
こ
の
あ
と
ナ
ナ
コ
と
葵
は
ビ
ル
の
屋
上

か
ら
飛
び
降
り
、
心
中
未
遂
事
件
を
起
こ
し
た
の
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
だ
。

　

こ
の
次
の
一
一
章
で
、
小
夜
子
は
葵
に
誘
わ
れ
温
泉
旅
行
に
出
か
け
る
。
読

者
は
、
か
つ
て
葵
を
誘
っ
た
ナ
ナ
コ
の
よ
う
に
、
今
度
は
小
夜
子
を
誘
っ
た
葵

が
、
ナ
ナ
コ
の
よ
う
な
「
空
洞
」
を
抱
え
て
、
温
泉
旅
行
に
小
夜
子
を
誘
っ
た

と
推
測
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
葵
と
小
夜
子
の
温
泉
旅
行
は
、
ナ
ナ
コ
と
葵

の
家
出
の
結
末
と
同
じ
に
は
な
ら
な
い
。

　

葵
は
小
夜
子
に
、
温
泉
に
泊
ま
っ
て
、
明
日
は
浜
松
に
行
っ
て
、
そ
の
次

は
名
古
屋
に
行
こ
う
と
提
案
す
る
が
、
小
夜
子
は
葵
の
顔
を
見
な
が
ら
、「
私

は
ど
こ
に
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
」「
浜
松
よ
り
名
古
屋
よ
り
大
阪

よ
り
も
っ
と
遠
く
に
、
も
う
二
度
と
帰
っ
て
こ
れ
な
い
と
ん
ち
ん
か
ん
な
方
向

に
、
足
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
疑
問
を
覚
え
る
。
小

夜
子
は
、
独
身
で
経
済
的
に
自
立
し
て
い
る
葵
を
見
て
い
る
と
夫
と
別
れ
て
、

あ
か
り
と
暮
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
「
錯
覚
」
を
覚
え
て
し
ま
っ
た

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
決
定
的
な
事
態
」
に
発
展
す
る
前
に
「
愚

痴
で
も
不
満
で
も
疑
問
で
も
、
修
二
と
向
き
合
っ
て
吐
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
思
い
い
た
り
、
家
に
帰
る
こ
と
を
葵
に
告
げ
る
。

　

こ
の
場
面
で
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
ザ
ー
で
あ
る
小
夜
子
と
、
独
身
キ
ャ
リ

ア
・
ウ
ー
マ
ン
で
あ
る
葵
の
ズ
レ
が
顕
在
化
す
る
。
温
泉
に
泊
ま
ら
な
い
と
い

う
小
夜
子
に
「
ど
う
し
て
？
宿
代
な
ら
私
が
持
つ
か
ら
気
に
し
な
い
で
よ
」
と

「
さ
ら
り
」
と
い
う
葵
、
娘
の
着
替
え
を
気
に
す
る
小
夜
子
に
「
平
気
だ
よ
、

そ
ん
な
の
。
着
替
え
な
ら
買
え
ば
い
い
じ
ゃ
ん
」
と
い
う
葵
に
、
小
夜
子
は
違

和
を
感
じ
る
。
自
分
の
時
間
と
お
金
を
自
由
に
使
え
る
独
身
の
葵
に
対
し
て
、

夫
と
娘
の
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
小
夜
子

─
家
庭
を
持
つ
小
夜
子

と
働
く
女
性
で
あ
る
葵
の
間
に
は
、
時
間
感
覚
、
金
銭
感
覚
の
ズ
レ
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
ズ
レ
以
上
に
、
二
人
の
間
に
は
決
定
的
な
隔
絶
が
生
ま

れ
る
。
小
夜
子
が
何
気
な
く
言
っ
た
、「
私
も
こ
の
ま
ま
浜
松
で
も
大
阪
で
も

い
っ
ち
ゃ
い
た
い
け
ど
、
逃
げ
た
っ
て
し
か
た
な
い
し
ね
」
と
い
う
言
葉
を

聞
い
た
葵
か
ら
は
、「
顔
に
残
っ
て
い
た
笑
み
が
、
顔
の
表
面
か
ら
な
だ
れ
落

ち
る
よ
う
に
消
え
て
」
ゆ
き
、「
ぽ
っ
か
り
と
空
洞
の
よ
う
な
無
表
情
」
が
広

が
る
。
小
夜
子
は
夫
や
わ
ず
ら
わ
し
い
日
常
か
ら
「
逃
げ
る
」
と
い
う
意
味
で

言
っ
た
の
だ
が
、
葵
は
ナ
ナ
コ
と
の
過
去
の
事
件
を
、
小
夜
子
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
の
だ
。
葵
は
誰
か
が
小
夜
子
に
過
去
の
心
中
未
遂
事

件
、
そ
れ
も
「
女
子
高
生
、
異
常
性
愛
の
の
ち
に
た
ど
り
つ
い
た
飛
び
降
り
心

中
」
と
噂
に
尾
ひ
れ
が
つ
い
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
な
っ
た
事
件
の
こ
と
を
し
ゃ

べ
っ
た
と
勘
違
い
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、「
私
が
あ
な
た
に
何
を
す
る
と
思
っ

て
い
る
の
？
」
と
、
小
夜
子
に
と
っ
て
は
意
味
不
明
の
内
容
を
問
い
か
け
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
ナ
ナ
コ
―
葵
、
小
夜
子
―
葵
の
二
つ
の
物
語
が
パ
ラ
レ
ル
に
進

ん
で
い
た
の
が
、
こ
こ
に
き
て
そ
の
構
造
は
消
え
、
次
の
一
二
章
か
ら
は
、
表

面
的
に
は
気
丈
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
が
、
学
校
で
の
い
じ
め
、
心
中
未
遂
事
件

と
い
う
過
去
の
ト
ラ
ウ
マ
や
、
現
在
の
会
社
の
経
営
の
苦
労
な
ど
、
葵
の
「
空

洞
」
の
部
分
が
、
小
夜
子
に
見
え
る
形
で
立
ち
上
が
っ
て
ゆ
く
。

　
『
対
岸
の
彼
女
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
三
人
は
「
い
じ
め
」
体
験
に
端

を
発
し
た
「
空
洞
」
を
抱
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
空
洞
」
は
連
鎖
す
る
。

ナ
ナ
コ
は
貧
困
か
ら
の
い
じ
め
に
よ
っ
て
心
に
「
空
洞
」
を
抱
え
、
葵
は
ナ
ナ

コ
の
心
の
「
空
洞
」
に
共
鳴
し
て
心
中
事
件
を
起
こ
す
。
小
夜
子
も
学
生
時
代

の
い
じ
め
に
よ
っ
て
、
人
間
関
係
を
う
ま
く
築
け
な
い
。
そ
し
て
、
物
語
の
最

後
は
、
そ
の
小
夜
子
が
葵
の
「
空
洞
」
に
向
き
合
い
、
葵
の
「
空
洞
」
を
埋
め

る
た
め
「
掃
除
」
を
す
る
の
で
あ
る
。

　

あ
る
日
、
葵
は
突
然
、
清
掃
業
務
か
ら
撤
退
す
る
と
い
う
。
葵
の
会
社
は
も
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と
も
と
旅
行
会
社
だ
っ
た
の
だ
が
、
葵
の
思
い
付
き
で
清
掃
業
務
を
始
め
た
経

緯
が
あ
る
。
旅
行
会
社
の
社
員
が
三
人
も
退
職
し
、
清
掃
業
務
を
カ
ッ
ト
し
よ

う
と
い
う
の
だ
。
小
夜
子
が
主
体
的
に
か
か
わ
っ
て
徐
々
に
顧
客
を
獲
得
し
て

き
た
矢
先
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
葵
の
一
方
的
な
決
断
に
対
し
て
腹
を
立
て
た
小

夜
子
は
、「
自
殺
未
遂
の
あ
と
。
結
局
、
ど
う
な
っ
た
の
」
と
、
葵
に
悪
意
を

向
け
る
。
不
決
行
に
終
わ
っ
た
葵
と
の
温
泉
旅
行
の
あ
と
同
僚
か
ら
、
噂
話
と

し
て
、
葵
の
過
去
の
心
中
未
遂
の
話
を
聞
い
た
の
だ
。
小
夜
子
も
そ
の
ニ
ュ
ー

ス
は
記
憶
し
て
い
た
。

　

小
夜
子
は
、
葵
と
の
温
泉
旅
行
の
後
か
ら
、
い
じ
め
に
つ
な
が
る
「
女
子
高

生
み
た
い
」
な
関
係
で
は
な
い
関
係
を
模
索
し
て
い
た
。
ま
た
「
働
く
マ
マ

バ
ッ
シ
ン
グ
」
を
す
る
マ
マ
友
に
対
し
て
も
、
毅
然
と
し
た
態
度
を
取
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
育
児
を
し
な
が
ら
働
く
こ
と
の
充
実

感
と
自
信
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
清
掃
業
務
を
一
方
的
に
放
棄
す
る

と
い
う
葵
に
腹
を
立
て
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
葵
の

心
の
「
空
洞
」
を
小
夜
子
は
の
ぞ
く
こ
と
に
な
る
。

４
．
お
わ
り
に

─
心
の
「
空
洞
」
を
「
掃
除
」
す
る

　
「
あ
の
あ
と

─
」
と
は
じ
ま
る
一
四
章
は
初
め
て
葵
の
視
点
で
語
ら
れ
る
。

事
件
後
、
一
度
だ
け
ナ
ナ
コ
と
会
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
引
っ
越
し
た
ナ
ナ
コ

か
ら
は
約
束
し
た
手
紙
が
来
な
い
。
大
学
に
進
学
す
る
が
、
人
と
親
し
く
な
る

こ
と
を
恐
れ
る
葵
は
、
人
間
関
係
に
「
バ
リ
ア
」
を
張
る
。
大
学
三
年
生
の
時
、

世
界
旅
行
に
出
か
け
る
が
、
ラ
オ
ス
で
親
し
そ
う
に
近
づ
い
て
き
た
男
性
に
、

脅
さ
れ
て
金
銭
を
と
ら
れ
て
し
ま
う
。
人
間
不
信
を
さ
ら
に
深
め
て
し
ま
う
出

来
事
で
あ
る
が
、
逆
に
葵
は
人
間
を
信
じ
よ
う
と
決
心
す
る
。
そ
れ
は
、「
ナ

ナ
コ
が
い
な
い
こ
の
世
界
の
ほ
か
に
、
見
知
ら
ぬ
人
と
笑
い
な
が
ら
言
葉
を
交

わ
す
ナ
ナ
コ
が
存
在
す
る
世
界
だ
っ
て
あ
る
」
と
信
じ
た
い
か
ら
だ
。

　

こ
う
し
て
、
葵
は
自
ら
事
業
を
立
ち
上
げ
、
清
掃
業
務
に
応
募
し
て
き
た
小

夜
子
と
出
会
う
。
小
夜
子
と
と
も
に
「
も
の
の
見
事
に
汚
れ
た
部
屋
」
を
掃
除

し
な
が
ら
、
葵
は
高
校
時
代
に
伊
豆
の
ペ
ン
シ
ョ
ン
で
ナ
ナ
コ
と
掃
除
の
ア
ル

バ
イ
ト
を
し
て
い
た
こ
と
を
重
ね
て
思
い
出
す
。
部
屋
を
磨
き
な
が
ら
、「
不

安
が
ゆ
っ
く
り
と
溶
け
て
い
く
」
の
を
感
じ
る
。

自
分
が
や
り
た
か
っ
た
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
立
ち
止
ま
る
前
に

で
き
る
こ
と
を
捜
し
、
へ
と
へ
と
に
な
る
ま
で
働
き
続
け
、
そ
の
日
の
終

わ
り
に
疲
れ
た
ね
と
笑
顔
で
だ
れ
か
と
言
い
合
う
こ
と

─
高
校
生
の
自

分
が
待
ち
焦
が
れ
て
い
た
未
来
は
そ
う
い
う
日
々
の
先
に
し
か
あ
り
得
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
（
後
略
）。

　

そ
し
て
、
葵
に
と
っ
て
、
小
夜
子
は
単
な
る
従
業
員
で
は
な
く
「
お
ん
な
じ

丘
を
あ
が
っ
て
い
る
」
同
志
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
小
夜
子
か
ら
「
自
殺
未
遂

の
あ
と
。
結
局
、
ど
う
な
っ
た
の
」
と
心
を
え
ぐ
る
言
葉
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
の

だ
。

　

葵
が
自
ら
の
視
点
で
、
心
中
未
遂
事
件
後
を
語
る
一
四
章
は
、
同
時
に
、

「
自
殺
未
遂
の
あ
と
。
結
局
、
ど
う
な
っ
た
の
」
と
い
う
小
夜
子
の
問
い
か
け

に
対
し
て
、
自
ら
の
心
中
事
件
を
「
今
ま
で
ず
っ
と
そ
う
し
て
き
た
よ
う
に
、

お
も
し
ろ
お
か
し
く
か
い
つ
ま
ん
で
」
小
夜
子
に
話
し
て
い
る
間
の
、
葵
の
心

情
描
写
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

ナ
ナ
コ
と
と
も
に
「
ど
こ
へ
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
」
を
模
索
し
て
、
一

気
に
ビ
ル
か
ら
飛
び
降
り
る
先
に
未
来
は
な
く
、
清
掃
業
務
の
よ
う
に
目
の
前

の
汚
れ
を
一
つ
一
つ
落
と
し
て
ゆ
く
作
業
の
先
に
未
来
が
あ
る
と
、
小
夜
子
と

掃
除
を
し
な
が
ら
葵
は
悟
っ
た
の
だ
。
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『
対
岸
の
彼
女
』
の
中
で
描
か
れ
る
「
掃
除
」
は
、
小
夜
子
た
ち
「
主
婦
」

の
す
る
家
事
と
し
て
の
掃
除
、
高
校
生
の
ナ
ナ
コ
と
葵
が
夏
休
み
に
ペ
ン
シ
ョ

ン
で
し
た
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
の
掃
除
、
そ
し
て
、
葵
の
会
社
が
経
営
す
る
家

事
代
行
と
し
て
の
清
掃
業
務
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
「
掃
除
」
で
も
そ
れ
ぞ
れ

持
つ
意
味
が
異
な
る
。「
主
婦
」
の
す
る
家
事
と
し
て
の
掃
除
は
賃
金
が
支
払

わ
れ
な
い
ア
ン
・
ペ
イ
ド
・
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
家
事
代
行
と
し
て
の
清
掃
業
務

は
、
忙
し
い
女
性
に
代
わ
っ
て
掃
除
を
す
る
ペ
イ
ド
・
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
の

仕
事
に
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
ザ
ー
で
あ
る
小
夜
子
が
関
わ
る
。
当
初
、
主
婦
な
の

に
汚
く
し
て
い
る
顧
客
の
部
屋
に
顔
を
し
か
め
て
い
た
小
夜
子
で
あ
っ
た
が
、

仕
事
に
自
信
を
持
ち
始
め
る
と
、
い
く
ら
汚
れ
た
台
所
で
あ
っ
て
も
、「
以
前

の
よ
う
な
嫌
悪
も
と
ま
ど
い
」
も
感
じ
ず
、「
ほ
か
の
業
者
で
は
な
く
自
分
に

掃
除
を
さ
せ
て
ほ
し
い
と
小
夜
子
は
強
く
」
思
う
。
家
事
代
行
は
女
性
が
女
性

を
支
え
る
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
業
務
で
も
あ
る
。
小
夜
子
は
、
掃
除
と
い
う

業
務
を
通
じ
て
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
母
親
を
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
す
る
こ
と

に
意
義
を
見
出
し
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
最
後
に
も
う
一
つ
掃
除
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
葵
の
部
屋
で
あ
る
。
そ
の
部
屋
は
、
事
業
に
躓
い
て
、
荒
れ
果
て

た
部
屋
に
ひ
き
こ
も
っ
て
い
る
葵
の
心
の
「
空
洞
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
。「
雑

巾
を
手
に
う
ろ
つ
き
ま
わ
っ
て
も
、
磨
き
忘
れ
た
と
こ
ろ
は
家
の
な
か
に
あ
る

の
で
は
な
い
」
と
悟
っ
た
小
夜
子
は
、
最
終
章
で
、
葵
の
部
屋
へ
再
雇
用
を
申

し
出
に
行
く
。

　

そ
こ
で
、
葵
は
小
夜
子
に
、
会
社
へ
の
復
職
の
条
件
と
し
て
、
一
日
で
葵
の

汚
れ
た
部
屋
を
掃
除
す
る
条
件
を
出
す
。
承
諾
し
、
掃
除
を
始
め
た
小
夜
子

は
、
そ
こ
で
、
高
校
時
代
、
ナ
ナ
コ
が
葵
に
出
し
た
た
わ
い
も
な
い
手
紙
を
見

つ
け
る
。
そ
れ
を
読
む
と
「
見
た
こ
と
の
な
い
景
色
が
、
実
際
の
記
憶
の
よ
う

に
色
鮮
や
か
に
」
浮
か
ぶ
。
先
に
、『
対
岸
の
彼
女
』
は
現
在
の
小
夜
子
と
過

去
の
葵
を
混
同
さ
せ
る
語
り
方
を
あ
え
て
採
用
し
て
い
る
と
仮
説
を
述
べ
が
、

最
後
の
場
面
に
お
い
て
、
二
人
の
、
ナ
ナ
コ
を
含
め
れ
ば
三
人
の
過
去
と
現
在

と
未
来
が
重
な
る
。

　

川
沿
い
の
道
。
生
い
茂
る
夏
草
。
制
服
の
裾
を
ひ
る
が
え
し
、
陽
の
光

に
髪
を
輝
か
せ
、
何
が
お
か
し
い
の
か
腰
を
折
っ
て
笑
い
転
げ
な
が
ら
、

川
向
う
を
歩
い
て
い
く
二
人
の
高
校
生
。
彼
女
た
ち
は
ふ
と
こ
ち
ら
に
気

づ
き
、
対
岸
に
立
ち
尽
く
す
高
校
生
の
小
夜
子
に
手
を
ふ
る
。
ち
ぎ
れ
ん

ば
か
り
に
手
を
ふ
り
な
が
ら
、
何
か
言
っ
て
い
る
。
小
夜
子
も
手
を
ふ
り

か
え
す
。（
中
略
）
指
の
先
を
目
で
追
う
と
、
川
に
架
か
る
橋
が
あ
る
。

二
人
の
女
子
高
校
生
は
小
夜
子
に
手
招
き
し
、
橋
に
向
か
っ
て
走
り
出

す
。
対
岸
の
彼
女
た
ち
を
追
う
よ
う
に
、
橋
を
目
指
し
小
夜
子
も
制
服
の

裾
を
躍
ら
せ
て
走
る
。
川
は
空
を
映
し
て
、
静
か
に
流
れ
て
い
る
。

　

タ
イ
ト
ル
で
あ
る
『
対
岸
の
彼
女
』
は
、
ナ
ナ
コ
と
葵
か
ら
見
た
小
夜
子
、

小
夜
子
か
ら
見
た
葵
と
ナ
ナ
コ
の
こ
と
を
指
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
岸
辺
に
い
る

少
女
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
じ
め
に
よ
る
人
間
関
係
へ
の
不
信
感
を
経
験
し
て

い
る
。
い
じ
め
ら
れ
て
も
、
学
校
に
「
大
切
な
も
の
は
な
い
」
と
い
う
ナ
ナ
コ

だ
っ
た
が
、
心
の
「
空
洞
」
を
埋
め
ら
れ
ず
、
葵
と
心
中
未
遂
を
起
こ
す
。
葵

も
「
ひ
と
り
で
い
て
も
こ
わ
く
な
い
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
何
か
」、
つ
ま
り
仕

事
に
出
会
え
た
が
、「
ひ
と
り
」
で
や
る
こ
と
に
限
界
を
感
じ
て
い
る
。

　

三
人
の
女
性
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
心
に
「
空
洞
」
を
か
か
え
、
離
別
や
決

別
と
い
う
す
れ
ち
が
い
を
経
験
す
る
。
し
か
し
、
す
れ
ち
が
い
な
が
ら
も
、

「
も
っ
と
ず
っ
と
遠
く
に
行
き
た
い
」
と
願
う
葵
と
ナ
ナ
コ
、
そ
し
て
、
暗
い

ダ
イ
ニ
ン
グ
で
「
向
こ
う
側
」
に
い
け
る
か
の
よ
う
に
目
を
凝
ら
す
小
夜
子
は
、

い
ま
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
方
向
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を
向
い
て
い
る
。

　
「
ど
こ
へ
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
」「
何
を
し
た
い
の
か
」

─
と
い
う
共

通
の
思
い
を
持
つ
三
人
は
、
同
じ
川
岸
の
両
側
を
そ
れ
ぞ
れ
歩
い
て
い
る
「
対

岸
の
彼
女
」
た
ち
で
あ
る
。

　
『
対
岸
の
彼
女
』
は
、
小
夜
子
と
い
う
「
専
業
主
婦
」
が
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・

マ
ザ
ー
と
な
り
、
労
働
の
意
味
を
見
出
し
、
葵
の
心
の
「
空
洞
」
を
「
掃
除
」

で
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
す
る
ま
で
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の

小
夜
子
と
過
去
の
葵
を
混
同
さ
せ
る
話
法
に
よ
っ
て
、
二
人
は
限
り
な
く
シ
ン

ク
ロ
し
て
ゆ
く
。
こ
の
あ
と
、
葵
は
、
会
社
を
立
て
直
す
だ
ろ
う
。
そ
の
会
社

に
、
仕
事
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
小
夜
子
も
参
画
す
る
だ
ろ
う
。
物
語
の
先
は

わ
か
ら
な
い
が
、「
掃
除
」
と
い
う
労
働
に
よ
っ
て
、「
独
身
女
性
」
と
「
主
婦
」

と
い
う
異
な
る
立
場
、
境
遇
に
置
か
れ
た
「
対
岸
」
の
存
在
が
、
一
つ
の
仕
事

を
す
る
可
能
性
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
小
夜
子
の
空
想
の
中
で
、
対

岸
に
い
る
小
夜
子
と
葵
が
向
か
っ
て
い
る
「
橋
」
が
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、『
対
岸
の
彼
女
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
性

た
ち
は
シ
ン
ク
ロ
し
な
が
ら
も
、
な
れ
あ
う
の
で
も
な
く
、
つ
る
む
の
で
も
な

く
、
癒
着
す
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
同
じ
方
向
を
向
い
て
走
っ
て
い
る
「
対

岸
」
の
「
彼
女
」
と
し
て
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が
、
そ
の
未
来
に
見

え
て
く
る
小
説
で
あ
る
。

 

（
１�

）榎
本
正
樹
「
角
田
光
代
の
現
在
─
『
庭
の
桜
、
隣
の
犬
』『
対
岸
の
彼
女
』」

『
文
藝
』
四
四
巻
一
号
、
二
〇
〇
五
年
春
、
一
〇
八
頁

 

（
２�

）
野
崎
歓
「BO

O
K
�REV

IEW
�

書
評�『
対
岸
の
彼
女
』
角
田
光
代�

友
情

は
い
つ
ま
で
力
を
保
て
る
か�

丹
念
な
描
写
で
迫
る
」『
論
座
』、
一
一
八

号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、
三
一
八
頁

 

（
３�

）
大
杉
重
男
「
対
岸
の
八
〇
年
代　

角
田
光
代
論
」『
ユ
リ
イ
カ
』
四
三
巻

五
号
、
二
〇
一
一
年
五
月

 

（
４�

）
森
絵
都
「
解
説
」、
文
庫
本
『
対
岸
の
彼
女
』
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
七
年

一
〇
月
、
三
二
九
～
三
三
〇
頁

 

（
５�

）
北
野
誠
一
『
ケ
ア
か
ら
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
へ

─
人
を
支
援
す
る
こ

と
は
意
思
決
定
を
支
援
す
る
こ
と
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
四

月
、
一
頁

 

（
６�

）
松
本
園
子
・
永
田
陽
子
・
福
川
須
美
・
堀
口
美
智
子
『
実
践
家
庭
支
援

論
（
第
三
版
）』
な
な
み
書
房
、
二
〇
一
七
年
二
月
、
二
六
頁

 

（
７�

）
杉
浦
浩
美
「
保
育
士
養
成
と
三
歳
児
神
話

─
内
面
化
さ
れ
た
家
族
規

範
」『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
人
間
学
部
篇
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
八
年
一

二
月
、
一
八
四
頁

 

（
８�

）
杉
浦
浩
美
「
保
育
士
養
成
と
三
歳
児
神
話

─
内
面
化
さ
れ
た
家
族
規

範
」『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
人
間
学
部
篇
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
八
年
一

二
月
、
一
八
五
頁

 

（
９�

）
女
性
の
「
主
婦
化
」
に
つ
い
て
は
、
落
合
恵
美
子
『
21
世
紀
家
族
へ
（
第

三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
四
月
）
を
参
照
。

 
（
10�

）
角
田
光
代
『
八
日
目
の
蟬
』
に
つ
い
て
は
、
光
石
亜
由
美
「〈
母
に
な

ろ
う
〉
と
す
る
母
子
た
ち
の
物
語

─
角
田
光
代
『
八
日
目
の
蟬
』」『
ケ

ア
を
描
く　

育
児
と
介
護
の
現
代
小
説
』（
七
月
社
、
二
〇
一
九
年
三
月
）

を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

 

（
11�

）
直
木
賞
の
選
者
の
一
人
で
あ
る
平
岩
弓
枝
は
「
自
由
奔
放
に
行
き
つ
戻

り
つ
し
て
い
る
よ
う
で
緻
密
に
計
算
さ
れ
て
い
る
構
成
の
お
か
げ
で
作
品

－�99�－



の
流
れ
が
よ
ど
む
こ
と
は
な
い
」（「「
対
岸
の
彼
女
」
を
推
す
」「
第
一
三

二
回
直
木
三
十
五
賞
決
定
発
表
」『
オ
ー
ル
読
物
』
六
〇
巻
三
号
、
二
〇

〇
五
年
三
月
、
二
三
頁
）
と
構
成
の
う
ま
さ
を
評
価
し
て
い
る
。
他
の
選

評
で
も
「
構
成
の
妙
」（
阿
刀
田
高
）、「
水
平
線
を
見
せ
る
か
の
よ
う
な

構
成
は
実
に
鮮
や
か
」（
林
真
理
子
）
な
ど
評
価
は
高
い
。

 

（
12�

）
注
（
１
）
に
同
じ
。

�

（
み
つ
い
し
・
あ
ゆ
み
）

－�100�－


