
は
じ
め
に

広
告
を
見
か
け
な
い
日
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
電
車
の
吊
り
広
告
の
一
行
か
ら
、
目
が
離
せ
な
く
な
る
日
も
あ
る
。
逆
に
全
く
、
目

に
入
ら
な
い
日
も
あ
る
。
そ
れ
は
広
告
が
、
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
せ
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

新
聞
や
雑
誌
、
俳
句
は

｢

読
み
た
い｣

と
思
い
手
に
す
る
。
生
活
の
中
に
溶
け
込
み
、
読
む
の
も
読
ま
な
い
の
も
人
そ
れ
ぞ
れ
の

広
告
。
広
告
に
意
味
を
与
え
る
の
も
人
そ
れ
ぞ
れ
。

時
代
を
映
し
、
時
代
を
切
り
取
り
な
が
ら
も
色
褪
せ
な
い
広
告
に
は
、
俳
句
の
要
素
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
俳
句
の
歴
史
と
な
り
た

ち
、
技
法
を
交
え
な
が
ら
こ
ん
に
ち
の
広
告
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
魅
力
に
迫
り
た
い
。
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一
、
印
象
に
残
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

ま
ず
、
時
代
を
経
て
も
色
褪
せ
な
い
広
告
の
魅
力
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

ど
こ
ま
で
行
っ
た
ら
、
未
来
だ
ろ
う

一
倉
宏

(

一
九
八
七
年
Ｓ
Ｏ
Ｎ
Ｙ
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン)

一
九
七
九
年
に
ソ
ニ
ー
が
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
を
開
発
。
そ
れ
ま
で
は
自
宅
に
設
置
し
た
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
音
楽
は
流
れ
る
も
の
だ
っ

た
が
、
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
は
音
楽
を
家
の
外
に
持
ち
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
話
題
に
な
っ
た
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
は
、
猿
の

チ
ョ
ロ
松
が
両
耳
に
イ
ヤ
ホ
ン
を
差
し
、
両
手
に
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
を
握
り
、
芦
ノ
湖
で
う
っ
と
り
と
音
楽
に
聴
き
入
っ
て
い
る
。
ウ
ォ
ー

ク
マ
ン
を
手
に
、
気
に
入
っ
た
景
色
を
見
て
い
る
こ
の
瞬
間
こ
そ
、
未
来
に
続
い
て
い
る
と
気
付
か
さ
れ
る
名
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
ル
ー
ル
な
の
か
、
心
に
残
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
は

｢

気
付
き｣

が
存
在
す
る
。

き
れ
い
な
お
姉
さ
ん
は
、
好
き
で
す
か
？

一
倉
宏

(
一
九
九
二
年

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク)

こ
ち
ら
も
一
倉
宏
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。
女
性
用
全
身
シ
ェ
ー
バ
ー
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
な
の
に
、
な
ぜ
か
男
性
ま
で
も
が
答
え

た
く
な
る
質
問
。
し
か
も
二
者
択
一
と
見
せ
か
け
て
、
じ
つ
は
一
択
。
き
れ
い
な
お
姉
さ
ん
に
は
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
迫
力
が
あ
る
。
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や
が
て

い
の
ち
に

変
わ
る
も
の
。

岩
崎
俊
一

(

二
〇
〇
四
年

ミ
ツ
カ
ン)

食
べ
た
も
の
す
べ
て
が
命
に
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
食
べ
て
い
る
日
常
。

一
八
〇
四
年
に
酒
粕
か
ら
粕
酢
を
作
り
始
め
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
醸
造
酢
を
守
り
続
け
る
ミ
ツ
カ
ン
だ
か
ら
こ
そ
、
説
得
力
を

持
つ
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
も
あ
る
。

乳
が
ん
検
診
で

一
番
多
く
見
つ
か
る
の
は
、
安
心
で
す
。

三
島
邦
彦(

二
〇
一
〇
年

ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン)

ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
と
は
、
乳
が
ん
の
正
し
い
知
識
を
広
め
、
早
期
発
見
、
早
期
治
療
の
推
進
を
目
的
に
行
わ
れ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や

意
識
向
上
に
用
い
ら
れ
る
国
際
的
シ
ン
ボ
ル
。
日
本
で
も
多
く
の
企
業
が
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
に
賛
同
し
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
参
画
し
て
い

る
。
安
心
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
乳
が
ん
検
診
が
あ
る
か
の
よ
う
な
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
あ
る
。
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
に
安
心
が
詰
ま
っ

て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。

そ
う
だ
、
京
都
行
こ
う
。

太
田
恵
美

(

一
九
九
三
年

Ｊ
Ｒ
東
海)

学
校
を
卒
業
す
る
と
、
春
は
黙
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
る
。

込
山
富
秀

(『｢

青
春
一
八
切
符｣

ポ
ス
タ
ー
紀
行』

二
〇
一
五
年
五
月

講
談
社)
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二
〇
一
五
年
に
、
青
春
一
八
切
符
の
25
年
分
の
広
告
を
集
め
た

『｢

青
春
一
八
切
符｣

ポ
ス
タ
ー
紀
行』

が
講
談
社
よ
り
刊
行
さ

れ
た
。
青
春
一
八
切
符
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
ま
と
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
物
語
性
の
高
さ
に
驚
く
。
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
一
文
は

物
語
の
途
中
、
ま
さ
に
感
動
の
青
春
名
場
面
で
、
こ
の
続
き
に
目
が
離
せ
な
い
完
成
度
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
物
語
は
、
読
み
手
が

鉄
道
で
旅
に
出
発
す
る
こ
と
で
完
結
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

何
を
読
ん
で
も
、
あ
な
た
が
出
て
く
る
。

細
川
美
和
子

(

二
〇
〇
八
年

角
川
文
庫)

恋
愛
小
説
で
も
ミ
ス
テ
リ
ー
で
も
、
恋
し
て
い
る
人
、
懐
か
し
い
ひ
と
に
ど
こ
か
似
た
人
を
探
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
懐

か
し
い
人
が
登
場
す
る
か
ら
、
本
を
読
み
た
く
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

恋
が
着
せ
、
愛
が
脱
が
せ
る
。

眞
木
準

(

一
九
八
九
年

伊
勢
丹)

試
着
室
で
思
い
出
し
た
ら
、
本
気
の
恋
だ
と
思
う

尾
形
真
知
子

(

二
〇
一
〇
年

ル
ミ
ネ)

好
き
な
人
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
新
し
い
服
を
選
ぶ
少
女
の
戸
惑
い
と
愛
さ
れ
る
自
信
が
感
じ
ら
れ
る
名
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。

告
白
し
な
か
っ
た
恋
は
、
ど
こ
へ
行
く
ん
だ
ろ
う

吉
岡
虎
太
郎

(
二
〇
〇
五
年

梅
田
ロ
フ
ト)
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バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
を
間
近
に
控
え
た
梅
田
ロ
フ
ト
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。
義
理
チ
ョ
コ
ば
か
り
で
な
く
、
本
命
チ
ョ
コ
も
購
入

し
て
、
さ
ら
に
告
白
ま
で
迫
る
。
恋
に
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
よ
く
似
合
う
が
、
失
恋
に
お
酒
が
合
う
の
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
心
に
残
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
技
法
を
見
て
い
る
と
、
最
小
の
言
葉
を
掛
け
合
わ
せ
て
大
き
な
衝
撃
を
作
り
出
し
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
れ
は
俳
句
の
技
法
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

俳
句
の
技
法

｢
二
物
衝
撃｣

俳
句
に
は
幾
つ
か
技
法
が
あ
る
の
だ
が

｢

取
合
わ
せ｣

や

｢

配
合｣

と
呼
ば
れ
る
句
が
と
て
も
多
い
。
こ
れ
は
一
つ
の
句
の
中
で

全
く
趣
の
異
な
る
二
つ
の
事
物
を
取
り
合
わ
せ
、
ぶ
つ
け
合
う
こ
と
で
味
わ
い
や
深
み
を
持
た
せ
る
技
法
。
取
合
わ
せ
の
句
の
中
で

も
、
と
く
に
二
つ
の
事
物
が
激
し
く
ぶ
つ
か
る
効
果
を

｢

二
物
衝
撃｣

と
呼
ぶ
。
松
尾
芭
蕉
の
句
を
例
に
見
て
み
よ
う
。

秋
深
し
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ

松
尾
芭
蕉

ふ
と
、
隣
人
の
存
在
に
関
心
が
湧
く
。｢

何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う｣

と
。
季
語

｢

秋
深
し｣

を
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
澄
み

渡
っ
た
秋
の
空
気
感
の
な
か
、
隣
人
の
気
配
を
感
じ
る
じ
ぶ
ん
は
こ
の
世
界
に
た
っ
た
一
人
で
あ
る
こ
と
、
実
在
の
孤
独
に
ま
で
迫

る
。

閑
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声

松
尾
芭
蕉
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蝉
の
声
が
し
ず
か
な
は
ず
は
な
い
。
岩
に
し
み
入
る
ほ
ど
激
し
い
蝉
の
声
を

｢

閑
さ
や｣

と
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
語
り
合
う

人
は
誰
も
い
な
い
、
不
在
と
い
う
静
寂
に
引
き
込
ま
れ
る
。

荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
の
河

松
尾
芭
蕉

瞬
く
だ
け
で
流
れ
る
こ
と
の
な
い

｢

天
の
河｣

を
詠
ん
で
い
る
の
に

｢

荒
海
や｣

を
取
り
合
わ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
天
の
河
が
佐

渡
の
荒
海
の
よ
う
に
う
ね
り
荒
れ
狂
う
太
古
の
ロ
マ
ン
へ
と
読
み
手
を
誘
う
。
二
物
衝
撃
の
妙
技
で
あ
る
。

さ
て
、
俳
聖
と
呼
ば
れ
る
松
尾
芭
蕉
の
句
の
中
で
も
二
物
衝
撃
の
句
を
幾
つ
か
紹
介
し
た
。
と
く
に
芭
蕉
の
俳
句
は
古
臭
く
わ
か

り
に
く
い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
取
り
合
わ
せ
の
技
法
に
、
俳
句
の
二
物
衝
撃
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を

発
見
し
て
も
ら
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

さ
て
、
二
物
衝
撃
を
ね
ら
っ
た
作
句
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
取
り
合
わ
せ
は
で
き
る
だ
け
離
れ
た
事
物
を
選
ぶ
こ
と
を
挙
げ
て
お

く
。
あ
ま
り
衝
撃
が
大
き
く
な
い
句
は
、
つ
き
す
ぎ

(

即
き
過
ぎ)

と
呼
ば
れ
、
事
物
の
取
り
合
わ
せ
が
誰
に
で
も
思
い
つ
き
そ
う

な
類
想
や
在
り
来
た
り
、
平
凡
な
も
の
に
な
り
、
感
動
を
覚
え
な
い
こ
と
が
多
い
。
逆
に
、
離
れ
過
ぎ
も
あ
り
、
取
り
合
わ
せ
た
事

物
の
距
離
感
が
大
き
す
ぎ
て
響
き
あ
う
と
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ
な
い
、
チ
グ
ハ
グ
な
趣
の
な
い
句
を
指
す
。

紹
介
し
た
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
ど
れ
も
、
目
に
浮
か
ぶ
情
景
が
ほ
と
ん
ど
で
、
説
明
な
ど
必
要
な
い
。
俳
句
も
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

も
、
説
明
も
解
釈
も
自
在
で
は
あ
る
が
、
解
釈
が
い
く
つ
も
に
分
か
れ
て
し
ま
う
も
の
は
失
敗
で
あ
る
。
助
詞
を
確
認
し
語
順
を
整

え
る
だ
け
で
も
内
容
は
明
確
に
伝
わ
る
。
ま
ず
は
十
七
文
字
で
事
物
を
見
た
ま
ま
的
確
に
伝
え
る
こ
と
を
目
標
に
作
っ
て
み
る
と
い

い
。
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そ
し
て
的
確
な
写
生
句
が
作
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
一
つ
の
句
を
推
敲
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
一
つ
の
事
物
に
対
し
て
多
く
の

句
を
作
っ
て
み
て
ほ
し
い
。
多
産
す
る
こ
と
で
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
視
点
が
見
つ
か
り
、
よ
り
よ
く
見
る
こ
と
の
大
切
さ
を
思
い

知
る
た
め
で
あ
る
。

二
、
俳
句
の
成
立

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
の
比
較
を
前
に
、
現
代
ま
で
の
俳
句
の
成
立
を
鳥
瞰
し
て
お
く
。

現
代
俳
句
と
短
歌
の
改
革
に
、
そ
の
短
い
生
涯
を
注
い
だ
の
は
正
岡
子
規
で
あ
る
。
と
り
わ
け
俳
句
に
お
い
て
は
松
尾
芭
蕉
や
、

与
謝
蕪
村
を
再
評
価
す
る
一
方
で
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
然
主
義
の
影
響
を
受
け
、
現
実
に
密
着
し
た

｢

写
生｣

を
す
る
こ

と
に
よ
る
生
活
詠
を
主
張
し
た
。
現
代
俳
句
は
正
岡
子
規
に
よ
り
、
新
た
な
詩
情
を
開
拓
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

子
規
の
代
表
句
を
紹
介
す
る
。

ａ
、
正
岡
子
規

あ
た
た
か
な
雨
が
降
る
な
り
枯
葎

い
く
た
び
も
雪
の
深
さ
を
尋
ね
け
り

の
ど
か
さ
や
つ
つ
い
て
見
た
る
蟹
の
穴

一
匙
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
や
蘇
る

柿
く
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
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夏
�
の
骨
に
と
ど
ま
る
命
か
な

春
雨
の
わ
れ
ま
ぼ
ろ
し
に
近
き
身
ぞ

春
雨
や
傘
さ
し
て
見
る
絵
草
子
屋

正
岡
子
規
の
俳
句
は

｢

雨｣

や

｢

雪｣
｢

法
隆
寺｣

な
ど
、
詠
む
対
象
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。｢

わ
れ
ま
ぼ
ろ
し

に
近
き
身
ぞ｣
死
に
近
付
い
て
い
る

｢

わ
れ｣

を

｢

ま
ぼ
ろ
し｣

と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く

｢

ま
ぼ
ろ
し
に
近
き｣

と
情

感
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
な
く
的
確
に
と
ら
え
る
。
色
彩
や
感
情
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
見
え
る
事
物
を
捉
え
て
い
る
こ
と

が
正
岡
子
規
の
提
唱
し
た
写
生
句
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
正
岡
子
規
の
後
継
者
で
あ
る
高
浜
虚
子
は
、
正
岡
子
規
の

｢

写
生

(

生
活
詠)｣

を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も

｢

花
鳥
諷
詠｣

を
展
開
す
る
。
虚
子
の
代
表
句
を
紹
介
す
る
。

ｂ
、
高
浜
虚
子

桐
一
葉
日
当
た
り
な
が
ら
落
ち
に
け
り

い
つ
死
ぬ
る
金
魚
と
知
ら
ず
美
し
き

こ
の
庭
の
遅
日
の
石
の
い
つ
ま
で
も

こ
れ
よ
り
は
恋
や
事
業
や
水
温
む

す
ぐ
来
い
と
い
ふ
子
規
の
夢
明
易
き

も
の
置
け
ば
そ
こ
に
生
れ
ぬ
秋
の
蔭
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去
年
今
年
貫
く
棒
の
如
き
も
の

虚
子
は

｢

桐
一
葉｣

が

｢

落
ち
に
け
り｣

と
落
ち
て
行
く
瞬
間
を
詠
む
。｢

金
魚｣

も

｢

い
つ
死
ぬ
る｣

と
死
へ
の
時
間
の
経
過

を
、
今
こ
の
瞬
間
の
美
し
さ
と
し
て
詠
む
。
虚
子
に
と
っ
て
は

｢

す
ぐ
来
い
と
い
ふ
子
規｣

で
す
ら
、
い
つ
覚
め
る
か
わ
か
ら
な
い

｢

夢｣

で
あ
る
。

虚
子
は
そ
の
俳
号
の
と
お
り
、
実
在
し
て
い
な
い
も
の
を
捉
え
、
流
れ
去
る
感
情
を
高
ら
か
に
詠
む
。
写
生
を
超
え
た
あ
ま
り
あ

る
詩
情
と
言
え
よ
う
。

高
浜
虚
子
は
、
た
っ
た
十
七
文
字
、
世
界
最
小
の
文
芸
で
あ
る
俳
句
の
可
能
性
を

｢

生
活
詠｣

だ
け
に
留
め
ず
、
そ
の
対
極
に
位

置
す
る

｢

花
鳥
諷
詠｣

に
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
俳
句
を

｢

詩｣

に
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
俳
句
へ
の
問
い

は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

こ
ん
に
ち
の
俳
句
は

｢

写
生｣

｢

花
鳥
諷
詠｣

に
加
え
、
正
岡
子
規
が
否
定
し
た
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
の
重
要
要
素
で
あ
る
言
葉

遊
び
の
豊
か
さ
や
多
様
な
修
辞
技
巧
、
連
句
ま
で
も
が
復
活
し
つ
つ
あ
る
。
俳
句
に
取
り
上
げ
る
主
題
だ
け
で
は
な
く
、
句
型
に
つ

い
て
も
考
察
し
て
俳
句
と
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
文
化
に
迫
っ
て
み
よ
う
。

三
、
自
由
律
句

正
岡
子
規
の
俳
句
の
概
念
は
、
発
句
の
み
の
た
っ
た
十
七
文
字
で
あ
る
。
が
、
高
浜
虚
子
と
子
規
俳
句
門
下
の
双
璧
と
呼
ば
れ
た

河
東
碧
梧
桐
は
、
正
岡
子
規
の
没
後
す
ぐ
、
荻
原
井
泉
水
と
と
も
に
、
新
傾
向
の
俳
句
へ
と
展
開
す
る
。
自
然
の
リ
ズ
ム
を
尊
重
し
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た
無
季
自
由
律
で
あ
る
。
の
ち
に
種
田
山
頭
火
が
師
事
し
た
荻
原
井
泉
水
の
句
を
紹
介
す
る
。

ｃ
、
荻
原
井
泉
水

う
ち
の
蝶
と
し
て
と
ん
で
い
る
し
ば
ら
く

我
家
ま
で
月
の
一
す
ぢ

月
光
し
み
じ
み
こ
お
ろ
ぎ
雌
を
抱
く
な
り

棹
さ
し
て
月
の
た
だ
中

水
が
う
た
い
は
じ
め
る
春
に
な
る

湯
呑
久
し
く
こ
は
さ
ず
に
持
ち
四
十
と
な
る

荷
を
お
ろ
さ
れ
て
寒
い
馬
よ
雨
降
る

映
画
の
よ
う
に
、
情
景
が
よ
く
見
え
る
句
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

は
っ｣

と
す
る
、
発
見
の
あ
る
句
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ち
こ

ち
に
飛
び
去
る

｢

蝶｣

が
庭
を
飛
ぶ
こ
と
で

｢

し
ば
ら
く｣

は

｢

う
ち
の
蝶｣

で
あ
る
発
見
。
月
光
を
た
ど
る
夜
道
は

｢

我
家｣

で

あ
る
発
見
。
シ
ン
プ
ル
な
言
葉
に
透
徹
し
た
視
線
を
感
じ
る
。
視
線
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
簡
単
に
は
真
似
で
き
な

い
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
感
じ
る
句
だ
。
そ
し
て
こ
の
視
線
の
主
で
あ
る

｢

わ
た
し｣

の
存
在
感
が
荻
原
井
泉
水
の
句
の
特
徴
で
あ

ろ
う
。
こ
の
個
我
は
の
ち
の
弟
子
・
種
田
山
頭
火
に
受
け
継
が
れ
る
。

高
浜
虚
子
と
も
、
荻
原
井
泉
水
と
も
袂
を
分
け
た
河
東
碧
梧
桐
の
句
を
紹
介
し
よ
う
。
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ｄ
、
河
東
碧
梧
桐

か
ら
松
は
淋
し
き
木
な
り
赤
蜻
蛉

ミ
モ
ー
ザ
を
活
け
て
一
日
留
守
に
し
た
ベ
ッ
ド
の
白
く

子
規
庵
の
ユ
ス
ラ
の
実
お
前
達
も
貰
う
て
来
た

思
は
ず
も
ヒ
ヨ
コ
生
れ
ぬ
冬
薔
薇

赤
い
椿
白
い
椿
と
落
ち
に
け
り

曳
か
れ
る
牛
が
辻
で
ず
っ
と
見
回
し
た
秋
空
だ

事
物
で
あ
る

｢

ベ
ッ
ド｣

を
詠
む
の
で
は
な
く
、
ベ
ッ
ド
の

｢

白｣

と
色
彩
を
詠
む
。｢

椿｣

を
詠
む
の
で
は
な
く
、｢

赤
い
椿｣

と

｢

白
い
椿｣

と
、
色
彩

(

形
態
形
容
詞)

を
詠
む
。｢

淋
し
き｣

な
ど
情
意
形
容
詞
を
多
用
す
る
こ
と
も
、
正
岡
子
規
の
写
生
、

生
活
詠
か
ら
は
ず
い
ぶ
ん
隔
た
り
を
感
じ
る
。
写
生
の
句
が
事
物
を
詠
む
た
め
に
共
感
や
共
鳴
し
や
す
い
の
に
対
し
、
形
態
形
容
詞

は
形
を
喩
え
る
あ
わ
あ
わ
と
し
た
情
感
で
あ
る
。
し
か
も

｢

淋
し｣

な
ど
情
意
形
容
詞
は
た
い
へ
ん
主
観
的
な
の
で
俳
句
の
よ
う
に

短
い
詩
に
用
い
る
の
は
効
果
的
で
は
な
い
。
唐
突
に｢
か
ら
松
は
淋
し
き
木
な
り｣

と
言
わ
れ
て
も
、
枯
れ
て
い
る
の
か
青
々
と
茂
っ

て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
か
ら
松
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
季
語

｢
赤
蜻
蛉｣

と
対
照
的
な
、
一
年
を
通
し
て
季
節
の
変
化
を
受
け
な
い

か
ら
松
だ
か
ら｢

淋
し
か
り
け
り｣

な
の
だ
ろ
う
か
。
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
て
、
よ
う
や
く
見
え
て
来
る
心
象
風
景
な
の
で
あ
る
。

共
感
や
共
鳴
よ
り
も
、
通
り
す
が
る
他
人
を
見
る
よ
う
な
冷
た
い

｢
わ
た
し｣

を
感
じ
る
句
で
あ
る
。

自
由
律
俳
句
は
さ
ら
に
種
田
山
頭
火
へ
と
展
開
を
見
せ
、
伝
統
俳
句
と
せ
め
ぎ
あ
い
、
俳
句
は
大
き
く
う
ね
り
な
が
ら
転
換
を
続

け
て
い
く
。
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ｅ
、
種
田
山
頭
火

あ
す
は
か
へ
ら
う
さ
く
ら
ち
る
ち
つ
て
く
る

う
し
ろ
姿
の
時
雨
れ
て
ゆ
く
か

お
ち
つ
い
て
死
ね
さ
う
な
草
萌
ゆ
る

け
ふ
も
い
ち
に
ち
誰
も
来
な
か
つ
た
ほ
う
た
る

し
ぐ
る
る
や
死
な
な
い
で
ゐ
る

ど
う
し
よ
う
も
な
い
わ
た
し
が
歩
い
て
ゐ
る

分
け
入
つ
て
も
分
け
入
つ
て
も
青
い
山

種
田
山
頭
火
の
代
表
句
を
集
め
て
み
る
と
、
ど
の
句
も

｢

わ
た
し｣

を
詠
ん
で
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
正
岡
子
規
の
提
唱
し

た
写
生
俳
句
で
は
、
対
象
を
し
っ
か
り
捉
え
、
十
七
文
字
の
こ
と
ば
で
一
瞬
の
映
像
を
丁
寧
に
写
生
す
る
こ
と
を
重
要
と
し
た
。
こ

の
写
生
句
で
は
、
自
我
は
取
る
に
足
ら
な
い
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
山
頭
火
ら
自
由
律
句
に
読
ま
れ
る
自
我
は
句

の
中
心
で
あ
り
、
つ
ね
に
孤
独
に
苦
し
み
、
孤
独
か
ら
の
脱
却
へ
の
糸
口
を
見
つ
け
ら
れ
ず
に
も
が
く
。
写
生
句
か
ら
自
由
律
へ
の

転
換
は
俳
句
に
お
け
る

｢

わ
た
し｣

個
我
の
変
遷
と
も
言
え
る
の
だ
ろ
う
。
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四
、
ル
ミ
ネ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
鷹
女

ル
ミ
ネ

で
は
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
お
け
る

｢

わ
た
し｣

は
ど
う
描
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
、
ル
ミ
ネ
の
広
告
に
添
え

ら
れ
た
キ
ャ
ッ
キ
コ
ピ
ー
を
中
心
に
紹
介
し
よ
う
。

ル
ミ
ネ
と
は
、
株
式
会
社
ル
ミ
ネ

(L
um
ine
C
o.,
L
td.)

。
駅
ビ
ル
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
ネ
ッ
ト
通
販

｢

ア
イ
ル
ミ
ネ｣

を
運
営
す
る
企
業
。
東
日
本
旅
客
鉄
道

(JR

東
日
本)

が
主
要
株
主
。
テ
ナ
ン
ト
は
手
頃
な
価
格
設
定
で
、
一

万
円
を
切
る
商
品
の
扱
い
が
多
い
。
主
な
顧
客
層
は
二
十
歳
か
ら
三
十
歳
代
の
女
性
。
日
本
最
大
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル

(

専
門
店

ビ
ル)

運
営
会
社
。

こ
の
、
日
本
最
大
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
の
広
告
写
真
を
手
が
け
る
の
が
、
女
性
写
真
家
に
し
て
映
画
監
督
の
蜷
川
実
花

(

一
九

七
二
年
生
ま
れ)

で
あ
る
。｢

蜷
川
カ
ラ
ー｣
と
も
呼
ば
れ
る
、
極
彩
色
の
写
真
は
木
村
伊
兵
衛
賞
な
ど
数
々
の
賞
を
受
賞
。
ル
ミ

ネ
の
広
告
写
真
も
ま
た
、
世
の
中
に
咲
き
乱
れ
る
鮮
や
か
な
彩
り
に
満
ち
て
い
る
。

蜷
川
実
花
の
極
彩
色
の
写
真
に
添
え
ら
れ
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
尾
形
真
理
子

(

一
九
七
八
年
生
ま
れ)

。
二

〇
〇
一
年
に
広
告
代
理
店
・
博
報
堂
に
入
社
し
、
ル
ミ
ネ
、
資
生
堂
、
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
、
日
産
自
動
車
、
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
な
ど
企
業

広
告
の
な
か
で
も
主
に
女
性
に
向
け
た
コ
ピ
ー
で
高
い
評
価
を
獲
得
し
て
い
る
。
朝
日
広
告
賞
グ
ラ
ン
プ
リ
な
ど
多
数
受
賞
。
二
〇

一
〇
年
に

『

試
着
室
で
思
い
出
し
た
ら
、
本
気
の
恋
だ
と
思
う
。』

を
上
梓
。
本
論
で
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
、
蜷
川

実
花
の
写
真
と
と
も
に
手
掛
け
た
ル
ミ
ネ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
絞
り
、
紹
介
す
る
。
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ル
ミ
ネ
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
の
広
告
の
た
め
、
季
節
感
が
あ
る
の
も
季
語
を
持
つ
俳
句
と
の
比
較
に
適
切
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
一
六
年

言
葉
に
頼
り
す
ぎ
る
と

退
屈
な
女
に
な
っ
て
い
く

(

秋)

自
分
を
励
ま
せ
る
く
ら
い
に
は

自
分
の
こ
と
素
敵
に
し
て
お
き
た
い

(

夏)

幸
せ
だ
け

女
っ
て
上
手
に

隠
せ
な
い

(

春)

｢

女｣

を
取
り
上
げ
た
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
わ
ざ
と
集
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
二
十
代
か
ら
三
十
代
の
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し

た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
い
う
性
質
上
、｢

女｣

が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
が
特
徴
だ
ろ
う
。
数
多
い
広

告
の
中
で
も
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
選
ぶ
広
告
な
の
で
は
な
い
か
。

ｆ
、
三
橋
鷹
女

ル
ミ
ネ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
見
て
い
る
と
、
三
橋
鷹
女
を
思
い
出
す
。
明
治
三
十
二
年
に
千
葉
で
生
ま
れ
、
中
村
汀
女
、
星
野

立
子
、
橋
本
多
佳
子
と
と
も
に
に
活
躍
。
昭
和
を
代
表
す
る
女
流
俳
人
で
あ
る
。

夏
痩
せ
て
嫌
ひ
な
も
の
は
嫌
ひ
な
り

三
橋
鷹
女

(

昭
和
十
五
年

『

向
日
葵』)

｢

好
き｣

が
能
動
的
な
ら
ば｢

嫌
い｣

は
受
動
的
な
感
情
で
あ
る
。｢

夏
痩
せ｣
の
句
に
は
き
っ
ぱ
り
と
し
た
意
思
が
あ
る
も
の
の
、
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受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
拒
否
の
句
で
も
あ
る
。

初
嵐
し
て
人
の
機
嫌
は
と
れ
ま
せ
ん

三
橋
鷹
女

(

昭
和
十
五
年

『

向
日
葵』)

｢

機
嫌
は
と
れ
ま
せ
ん｣

と
、
こ
の
句
に
も
指
示
を
拒
否
す
る
、
受
動
的
な
立
場
を
拒
否
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

機
嫌
を
と
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
と
察
す
る
繊
細
さ
ゆ
え
の
句
で
も
あ
る
。

白
露
や
死
ん
で
ゆ
く
日
も
帯
締
め
て

(

昭
和
二
七
年

『

白
骨』)

み
ん
な
夢
雪
割
草
が
咲
い
た
の
ね
(

昭
和
十
五
年

『

向
日
葵』)

春
の
夢
み
て
ゐ
て
瞼
濡
れ
に
け
り

(

昭
和
十
五
年

『

向
日
葵』)

｢

春
の
夢｣

｢

み
ん
な
夢｣
｢

死
ん
で
ゆ
く
日｣
ど
れ
も
自
己
に
は
決
定
し
が
た
い
、
無
意
識
の
も
の
の
は
ず
だ
。
こ
の
無
意
識
ま
で

掌
握
し
よ
う
と
す
る

｢

欲
張
り
な
自
意
識｣

が
鷹
女
の
魅
力
で
あ
る
。

鞦
韆
は
漕
ぐ
べ
し
愛
は
奪
う
べ
し

三
橋
鷹
女

(
昭
和
二
七
年

『

白
骨』)

鞦
韆
と
は
ぶ
ら
ん
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
遊
具
で
あ
る

｢

ぶ
ら
ん
こ｣

と

｢

愛
は
奪
う｣

と
を
対
立
さ
せ
ぶ
つ
け
る
こ
と

で
鮮
や
か
な
衝
撃
が
あ
る
見
事
な
句
。
し
か
し

｢

ぶ
ら
ん
こ｣

と
表
記
せ
ず
、｢
鞦
韆｣

を
用
い
た
こ
と
で
、
蘇
東
坡
の

『

春
夜』

449



を
も
彷
彿
さ
せ
る
。

春
夜

春
宵
一
刻
値
千
金

花
有
清
香
月
有
陰

歌
管
楼
台
声
細
細

鞦
韆
院
落
夜
沈
沈

鞦
韆
は
宮
廷
の
中
庭
に
あ
り
、
夜
は
し
ず
か
に
ふ
け
て
い
る
。
春
の
昼
間
は
着
飾
っ
た
女
性
た
ち
が
天
女
の
よ
う
に
裳
裾
を
翻
し
、

嬌
声
を
あ
げ
て
鞦
韆
を
漕
い
だ
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
帝
の
愛
を
奪
う
た
め
の
鞦
韆
な
の
で
あ
る
。
欲
張
り
な
自
意
識
を
俳

句
に
張
り
巡
ら
す
、
鷹
女
の
句
の
真
骨
頂
と
言
え
る
。

ル
ミ
ネ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
は
、
こ
の

｢
欲
張
り
な
自
意
識｣

が
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ｇ
、
尾
形
真
知
子

(

ル
ミ
ネ
広
告)

終
わ
り
に
近
づ
く
ほ
ど
ど
れ
だ
け
で
も
愛
せ
る
こ
と
を
知
る

尾
形
真
知
子

(

二
〇
一
五
年
冬)

こ
の

｢

終
わ
り｣

は
自
己
決
定
で
は
な
く
予
感
。
し
か
し
自
分
の
手
で
終
え
る
決
断
を
下
す
た
め
に
も
愛
と
い
う
感
情
を

｢

ど
れ

だ
け
で
も
愛
せ
る｣

と
、
行
動
に
う
つ
す
。
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運
命
を
狂
わ
す
ほ
ど
の
恋
を
、
女
は
忘
れ
ら
れ
る
。

尾
形
真
知
子

(

二
〇
一
四
年
秋)

決
断
を
下
す
も
の
を

｢

運
命｣

と
呼
ば
な
い
。
む
し
ろ

｢

運
命
を
狂
わ
せ
る
ほ
ど
の
恋｣

は
決
断
に
他
な
ら
な
い
。
自
ら
決
断
を

下
し
掴
み
取
っ
た
恋
を

｢

忘
れ
ら
れ
る｣

。
ど
こ
ま
で
も
能
動
的
な
、
行
動
的
で
欲
張
り
な
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。

恋
は
奇
跡
。
愛
は
意
思
。

尾
形
真
知
子

(

二
〇
一
五
年
春)

自
分
を
好
き
な
自
分
が
嫌
い
。
自
分
を
嫌
う
の
は
も
っ
と
嫌
い
。

尾
形
真
知
子

(

二
〇
一
三
年
冬)

嘘
泣
き
は
す
る
。
作
り
笑
い
は
し
な
い
。

尾
形
真
知
子

(

二
〇
一
三
年
春)

さ
す
が
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。
い
く
つ
も
並
ぶ
と
満
腹
感
が
あ
る
。
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
は
、
一
文
で
味
わ
い
尽
く
す
も
の
だ
と
し

み
じ
み
感
じ
る
。
こ
の
満
腹
感
に
脱
帽
す
る
。

蜷
川
実
花
と
尾
形
真
知
子
の
ル
ミ
ネ
広
告
シ
リ
ー
ズ
は
す
で
に
十
一
年
に
わ
た
り
続
い
て
お
り
、
多
く
の
女
性
に
共
感
さ
れ
支
持

さ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

尾
形
真
知
子
氏
が
、
ル
ミ
ネ
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
広
告
論

(

リ
ク
ナ
ビN

E
X
T

二
〇
一
三
年
五
月
八
日

｢

プ
ロ
論｣)

を
紹
介
す
る
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
コ
ピ
ー
を
担
当
し
始
め
る
前
、L

U
M
IN
E

か
ら
い
た
だ
い
た
リ
ク
エ
ス
ト
は
、｢

駅
ビ
ル
か
ら
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
ビ
ル
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い｣

と
い
う
も
の
で
し
た
。
利
便
性
だ
け
で
な
く
、L

U
M
IN
E

と
い
う
場
所
を
選
ん
で
、
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服
を
買
い
た
い
と
思
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
の
気
持
ち
の
つ
な
が
り
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

L
U
M
IN
E

を
自
分
に
関
係
の
あ
る
場
所
だ
と
思
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
広
告
で
で
き
る
こ
と
は
何
な

の
か
と
い
っ
た
ら
、｢

女
の
子
た
ち
の
気
持
ち
を
一
番
わ
か
っ
て
い
る
の
はL

U
M
IN
E

だ｣

と
伝
え
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い

ま
し
た
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
た
っ
た
一
枚
の
ブ
ラ
ウ
ス
を
女
の
子
が
選
ぶ
と
き
、
そ
の
裏
に
あ
る
で
あ
ろ
う

｢

い
ろ
い
ろ
な
感

情｣
を
考
え
て
み
た
ん
で
す
。

最
も
重
要
な
点
は
、
も
の
を
売
る
こ
と
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
こ
と
、
付
加
価
値
が
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
大
前
提
で
あ
る
こ
と
だ
。

そ
し
て
広
告
の
作
り
手
に
は

｢

ク
ラ
イ
ア
ン
ト｣

や

｢

タ
ー
ゲ
ッ
ト｣

が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
実
は
こ
の
意
識

は
、
俳
句
を
作
る
と
き
と
似
て
い
る
。
心
に
浮
か
ん
だ
句
を
句
帳
に
書
き
と
ど
め
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
句
会
に
投
句
す
る
こ

と
が
作
句
の
原
動
力
に
な
る
。
そ
し
て
自
分
の
句
を
選
句
し
て
も
ら
っ
た
時
、
あ
る
い
は
選
に
え
ら
ば
れ
な
か
っ
た
時
、
句
会
の
主

宰
や
連
衆
の
講
評
を
聞
く
こ
と
で
句
の
良
し
悪
し
の
理
由
が
鮮
明
に
な
る
。

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
い
え
ば
、
六
十
代
以
上
の
奥
方
が
集
ま
る
句
会
で
は
恋
の
句
を
多
め
に
投
句
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
同
世
代
の

女
性
や
男
性
が
多
い
句
会
で
は
前
衛
俳
句
、
学
生
と
は
生
活
詠
や
台
所
俳
句
。
性
と
死
は
共
通
の
大
テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
、
参
加
者

の
目
的
を
鑑
み
て
投
句
の
匙
加
減
は
決
ま
る
。

俳
句
は
場
の
文
学
と
呼
ば
れ
る
が
、
小
説
や
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
よ
り
も
ダ
イ
レ
ク
ト
に
読
者
の
感
想
や
講
評
が
響
い
て
く
る
。
こ

れ
は

｢

ク
ラ
イ
ア
ン
ト｣

や

｢

タ
ー
ゲ
ッ
ト｣

の
あ
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
成
り
立
ち
と
と
て
も
近
い
も
の
を
感
じ
る
。
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終
わ
り
に

俳
句
と
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
違
い
を
、
並
べ
な
が
ら
探
し
て
き
た
の
だ
が
、
無
季
自
由
律
と
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
技
法
は
と
て
も

よ
く
似
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
決
定
的
な
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
俳
句
を
私
小
説
と
し
て
受
け
取
る
傾
向
だ
。
俳
聖
・
松
尾
芭
蕉
が
旅

を
し
て
旅
を
す
み
か
と
し
た
よ
う
に
、
俳
句
は
実
体
験
、
実
感
を
詠
む
こ
と
が
主
流
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

俳
句
の
中
に
も
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
中
に
も

｢

わ
た
し｣

が
い
る
。
し
か
し
俳
句
の

｢

わ
た
し｣

は
絶
対
無
二
な
個
我
、
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
の

｢

わ
た
し｣
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
ひ
ろ
く
共
感
さ
れ
得
る
不
特
定
多
数
な

｢

わ
た
し｣

。

俳
句
の

｢

わ
た
し｣

が
誰
に
も
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
く
な
い
そ
の
孤
独
を
、
十
七
文
字
や
、
無
季
自
由
律
句
に
昇
華
さ
せ
る
の
に

対
し
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の

｢

わ
た
し｣
は
誰
か
に
わ
か
っ
て
ほ
し
い

｢

わ
た
し｣

な
の
だ
。
こ
の
開
き
は
大
き
い
の
か
、
小
さ
い

の
か
。
誰
か
に
わ
か
っ
て
ほ
し
い

｢

わ
た
し｣
を
俳
句
に
し
た
ら
、
句
と
し
て
失
敗
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

俳
句
は
場
の
文
学
で
あ
り
な
が
ら
、
短
歌
や
漢
詩
、
小
説
な
ど
様
々
な
文
芸
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
引
き
受
け
大
き
く
前
進
を
続
け
て

い
る
。
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
は
も
の
を
売
る
市
場
が
あ
る
か
ぎ
り
、
消
費
さ
れ
る
未
来
が
あ
る
。
俳
句
の
技
法
を
保
ち
な
が
ら
も
文

芸
と
一
線
を
画
す
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
、
今
後
も
引
き
続
き
注
目
が
集
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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資
料

尾
形
真
知
子

(

ル
ミ
ネ
広
告
よ
り
抜
粋)

言
葉
に
頼
り
す
ぎ
る
と

退
屈
な
女
に
な
っ
て
い
く

(

二
〇
一
六
年
秋)

自
分
を
励
ま
せ
る
く
ら
い
に
は

自
分
の
こ
と
素
敵
に
し
て
お
き
た
い

(

二
〇
一
六
年
夏)

幸
せ
だ
け

女
っ
て
上
手
に

隠
せ
な
い

(

二
〇
一
六
年
春)

終
わ
り
に
近
づ
く
ほ
ど
ど
れ
だ
け
で
も
愛
せ
る
こ
と
を
知
る

(

二
〇
一
五
年
冬)

こ
の
世
界
に
わ
た
し
は
け
っ
こ
う
似
合
っ
て
い
る

(

二
〇
一
五
秋)

服
も
見
て
ほ
し
い

わ
た
し
ば
っ
か
じ
ゃ
な
く
て

(

二
〇
一
五
夏)

寝
顔
ま
で
キ
ス
を
く
れ
る
人
が
き
っ
と
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
な
の

(

二
〇
一
四
年
ク
リ
ス
マ
ス)

運
命
を
狂
わ
す
ほ
ど
の
恋
を
、
女
は
忘
れ
ら
れ
る
。(

二
〇
一
四
年
秋)

会
え
な
い
日
も
ち
ゃ
ん
と
可
愛
く
て
ご
め
ん
な
さ
い
。(

二
〇
一
四
年
秋)

似
合
っ
て
る
か
ら
、
脱
が
せ
た
く
な
る
。(

二
〇
一
四
年
夏)

未
来
を
信
じ
な
き
ゃ
、
服
な
ん
て
買
え
な
い
。(

二
〇
一
四
年
夏)

生
ま
れ
変
わ
る
な
ら
、
ま
た
わ
た
し
で
い
い
。(

二
〇
一
四
年
春)

風
は
す
べ
て
追
い
風
。
わ
た
し
が
ど
こ
を
吹
く
か
だ
。(

二
〇
一
三
年
冬)

わ
た
し
を
含
め
、
す
べ
て
の
人
に
、
幸
福
を
。(

二
〇
一
三
年
ク
リ
ス
マ
ス)

一
日
た
り
と
も
自
分
自
身
に
飽
き
な
い
で
生
き
た
い
。(

二
〇
一
三
年
秋)

ひ
と
り
で
い
て
も
、
思
っ
た
ほ
ど
は
強
く
な
れ
な
い
。
ふ
た
り
で
い
て
も
、
思
う
よ
う
に
、
優
し
く
な
れ
な
い
。(

二
〇
一
三
年
秋)

縛
ら
れ
た
く
な
く
て
。
離
さ
れ
た
く
な
く
て
。(

二
〇
一
三
年
夏)

寝
不
足
よ
り
、
悪
口
よ
り
、
退
屈
が
わ
た
し
を
ブ
ス
に
す
る
。(

二
〇
一
三
年
夏)
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モ
テ
る
人
間
っ
て
、
う
ら
や
ま
し
い
。
愛
さ
れ
る
人
間
っ
て
、
尊
敬
す
る
。(

二
〇
一
三
年
春)

自
分
を
根
っ
こ
か
ら
否
定
し
な
い
。
自
分
を
ま
る
ご
と
肯
定
し
な
い
。(

二
〇
一
三
年
春)

努
力
を
無
駄
に
す
る
な
。
感
情
を
無
駄
に
す
る
な
。
思
い
出
を
無
駄
に
す
る
な
。(

二
〇
一
三
年
春)

い
つ
ま
で
も
愛
し
合
っ
て

何
度
だ
っ
て
恋
に
落
ち
る
。(

二
〇
一
二
年
ク
リ
ス
マ
ス)

可
愛
い
女
に
な
っ
て
、
特
別
な
女
に
な
っ
て
、
や
さ
し
く
な
り
た
い
。(

二
〇
一
二
年
冬)

脱
い
で
い
る
わ
た
し
よ
り
、
着
て
い
る
わ
た
し
が
、
わ
た
し
に
近
い
。(

二
〇
一
二
年
秋)

魅
力
的
な
欠
点
が
ひ
と
つ
あ
れ
ば

ど
う
し
よ
う
も
な
く
愛
さ
れ
る
。(

二
〇
一
二
年
秋)

一
目
惚
れ
し
て
欲
し
い
。
会
う
た
び
に
、
何
度
で
も
。(

二
〇
一
二
年
夏)

恋
し
て
い
な
い
と
、
弱
く
な
る
。
恋
ば
か
り
だ
と
、
脆
く
な
る
。(

二
〇
一
二
年
夏)

去
年
の
服
が
似
合
わ
な
か
っ
た
。
わ
た
し
が
前
進
し
ち
ゃ
う
か
ら
だ
。(

二
〇
一
二
年
春)

誰
か
の
た
め
は
苦
し
か
っ
た
。
自
分
の
た
め
は
淋
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
お
し
ゃ
れ
し
た
い
の
は
な
ん
で
だ
。(

二
〇
一
二
年
二
月)

(

年
度
季
節
不
明

ル
ミ
ネ
広
告
よ
り
抜
粋)

恋
が
終
わ
る
の
な
ら
、
せ
め
て
夏
が
い
い
。

泣
き
た
く
な
っ
た
ら
、
さ
っ
さ
と
着
替
え
る

た
っ
た
ひ
と
つ
の
恋
が
欲
し
く
て

ど
れ
だ
け
の
涙
を
こ
ぼ
し
た
だ
ろ
う
。

人
肌
恋
し
い
季
節
だ
け
、
女
は
コ
ー
ト
を
着
る
。

自
分
を
も
っ
と
愛
せ
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
み
ん
な
に
愛
し
て
ほ
し
い
。

恋
の
終
わ
り
と
恋
の
は
じ
め
で
女
の
子
は
キ
レ
イ
に
な
れ
る
。

好
き
は
、
片
思
い
。
似
合
う
は
、
両
想
い
。

恋
が
実
る
た
び
、
も
う
何
も
欲
し
く
な
い
と
思
う
け
ど
。
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雨
が
嫌
い
だ
っ
た
頃
、
わ
た
し
は
ま
だ
、
誰
の
こ
と
も
、
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
。

あ
り
ふ
れ
た
春
だ
け
ど

冬
を
の
り
こ
え
た
春
だ
も
ん
。

あ
な
た
と

い
た
い
、
と

ひ
と
り
で
平
気
、
を

い
っ
た
り

き
た
り
。
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ス

http://w
w
w
.haiku-data.jp

(

現
代
俳
句
協
会)

美
術
人
名
辞
典

(

思
文
閣)

https://w
w
w
.shibunkaku.co.jp

東
京
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブhttp://w

w
w
.tcc.gr.jp
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