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一
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

ゼ
ミ
の
男
子
学
生
が
髭
を
テ
ー
マ
に
卒
業
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
内
容
は
日
本
や
西
洋
に
お
け
る
髭
の
社
会
史
を
ま
と
め
た
も
の
で
す

（

注

）

ひ
げ

が
、
①
彼
に
と
っ
て
卒
論
は
自
分
の
髭
へ
の
〝
鎮
魂
歌
〟
で
し
た
。
彼
は
、
ゼ
ミ
に
は
よ
く
手
入
れ
さ
れ
た
黒
々
と
し
た
髭
を
蓄
え
て
現

れ
ま
し
た
。
ゼ
ミ
だ
け
で
な
く
大
学
の
日
常
も
髭
を
蓄
え
た
姿
は
特
に
違
和
感
も
な
く
、
何
の
a
シ
シ
ョ
ウ
も
な
く
彼
は
過
ご
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
大
学
を
卒
業
し
社
会
人
に
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
彼
は
見
事
な
髭
に
別
れ
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

企
業
の
就
職
面
接
で
彼
は
卒
業
論
文
の
こ
と
を
聞
か
れ
、
髭
に
対
す
る
問
題
関
心
を
語
り
、
髭
が
持
っ
て
い
た
社
会
的
意
義
な
ど
も
語
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
は
内
定
を
と
り
、
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
彼
の
人
物
を
評
価
し
、
大
学
で
の
社
会
学
の
学
び
や
卒
業
論
文
の
内
容

が
良
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
採
用
さ
れ
た
の
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
彼
曰
く
、
最
後
に
面
接
を
担
当
し
て
い
た
人
か
ら
「
う
ち
の

い
わ

会
社
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
髭
は
き
れ
い
に
剃
っ
て
く
だ
さ
い
ね
」
と

□
を
刺
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

そ

髭
を
た
く
わ
え
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
人
物
の
人
間
性
や
能
力
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
髭
の
あ
る
な
し

で
、
そ
の
人
物
を
理
解
し
き
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
で
は
、
な
ぜ
彼
は
髭
を
き
れ
い
に
剃
っ
て
く
だ
さ
い
と
注
意
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

う
ち
の
会
社
に
勤
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
企
業
を
構
成
す
る
一
員
に
な
る
の
だ
か
ら
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
に
b
テ

イ
シ
ョ
ク
し
な
い
よ
う
に
外
見
も
整
え
る
べ
き
だ
。
お
客
様
に
不
快
な
印
象
を
あ
た
え
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
う
ち
の
会
社
は
食
品

を
扱
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
常
に
清
潔
感
が
社
員
に
は
必
須
だ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
理
由
」
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
「
理
由
」

の
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
、
髭
を
は
や
し
て
い
る
こ
と
が
、
人
間
と
し
て
ダ
メ
な
証
拠
で
あ
り
、
c
ケ
ッ
カ
ン
が
あ
る
証
拠
だ
と
い
っ
た
私

た
ち
の
「
内
実
」
に
言
及
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

髭
を
例
に
と
っ
て
、
少
し
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
「
理
由
」
が
意
味
を
持
つ
背
景
に
は
、
私
た
ち
が
日
常
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
他
者
と
や
り
と
り
す
る
場
合
、
外
見
を
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
、
他
者
を
判
断
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
す
。
日
常
生

活
世
界
を
解
読
し
た
社
会
学
者
Ａ
・
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
は
普
段
②
「
類
型
」
に
準
拠
し
て
他
者
を
理
解
し
、「
類
型
」
は
私
た

ち
が
そ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
「
知
識
在
庫
」
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
先
の
男
子
学
生
が
卒
業
し
て
社
会
に
出
る
と
「
サ
ラ
リ
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ー
マ
ン
」
と
な
り
ま
す
。
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う
「
類
型
」
は
、
ア
イ
ロ
ン
が
効
い
た
し
わ
の
な
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
趣
味
の
い
い
ネ
ク

タ
イ
を
締
め
、
落
ち
着
い
た
色
の
ス
ー
ツ
を
着
て
、
に
こ
や
か
に
お
客
様
に
対
応
す
る
と
い
っ
た
実
際
の
場
面
に
即
応
し
た
常
識
的
知
か

ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
外
見
、
見
た
目
に
関
連
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。
よ
り
外
見
に
徹
底
し
た
「
類
型
」
と
い
え
ば
、
「
就
活

す
る
大
学
生
」
を
思
い
出
し
ま
す
。
個
々
の
学
生
が
ど
の
よ
う
な
人
間
性
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
思
想
を
も
っ
て
い
る
の
か
な
ど
、「
内
実
」

に
一
切
関
わ
り
な
く
、
〝
就
活
ス
ー
ツ
〟
に
身
を
固
め
、
清
潔
な
髪
形
に
整
え
た
瞬
間
、
彼
ら
は
「
就
活
す
る
大
学
生
」
に
変
身
し
て
し

ま
い
ま
す
。

人
間
は
外
見
や
見
か
け
で
は
な
く
、
そ
の
中
身
が
大
事
だ
、
と
い
う
考
え
を
否
定
す
る
人
は
ま
ず
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
あ
り
な

が
ら
同
時
に
私
た
ち
は
普
段
、
い
ち
い
ち
目
の
前
に
い
る
他
者
の
〝
な
か
み
〟
や
〝
こ
こ
ろ
〟
を
気
に
し
て
、
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
他
者
の
「
内
実
」
で
は
な
く
、
他
者
の
「
外
見
」
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
場
そ
の
時
に
応
じ
て
、
目
の
前
の
相
手
が
何
者
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
適
切
で
あ
る
か
を
瞬
時
の
う
ち
に
判
断
し
、
実
践
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
外
見
を
考
え
る

こ
と
は
、
日
常
に
お
け
る
他
者
と
の
出
会
い
や
他
者
理
解
を
考
え
る
う
え
で
、
と
て
も
重
要
な
営
み
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
た
か
が
外

見
、
さ
れ
ど
外
見
」
な
の
で
す
。

「
さ
れ
ど
外
見
」
を
考
え
る
と
き
、
私
た
ち
は
普
段
、
他
者
と
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
っ
て
い
る
の
か
を
じ
っ
く
り
と
見
つ
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
ゴ
フ
マ
ン
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
社
会
学
者
が
生
涯
テ
ー
マ
と
し
た
「
共
生
＝
他
者
と
と
も
に
在
る
こ
と
」

を
考
え
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
解
読
す
る
営
み
と
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す
。
ゴ
フ
マ
ン
は
、
人
間
が
他
者
と
共
に
い
る
営
み
や
複
数
の
人

間
か
ら
で
き
る
集
ま
り
に
は
、
そ
れ
自
体
固
有
の
秩
序
が
つ
く
ら
れ
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。「
相
互
行

為
秩
序(

t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
)

」
と
い
う
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
③
電
車
に
乗
っ
て
い
る
時
に
、
ど
の
よ
う
な
秩
序
を
維
持
し
な
が
ら
過
ご
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
ま

ず
思
い
つ
く
の
は
「
他
者
は
じ
っ
と
み
つ
め
な
い
」
と
い
う
ル
ー
ル
で
す
。
ど
ん
な
に
目
の
前
の
座
席
に
座
っ
て
い
る
人
が
魅
力
的
で
あ

ろ
う
と
私
は
そ
の
人
を
じ
っ
と
見
つ
め
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
で
も
や
は
り
気
に
な
る
時
は
、
そ
の
人
だ
け
を
注
視
す
る
の
で
は
な
く
、
他

の
光
景
も
眺
め
て
い
る
ふ
り
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
な
く
見
る
で
し
ょ
う
。
ゴ
フ
マ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
焦
点
を
あ
わ
せ

な
い(

u
n
f
o
c
u
s
e
d
)

」
見
方
で
あ
り
、
こ
う
し
た
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
「
焦
点
を
あ
わ
せ
な
い
人
々
の
集
ま
り
」
で
あ
り
、
電
車

の
よ
う
な
公
共
的
な
空
間
で
d
テ
ン
ケ
イ
的
に
み
ら
れ
る
現
象
で
す
。
つ
ま
り
私
に
限
ら
ず
乗
り
合
わ
せ
た
多
く
の
人
は
、
電
車
の
中
で
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は
、
特
定
の
誰
か
に
焦
点
を
あ
わ
せ
な
い
で
、
焦
点
を
ぼ
か
し
な
が
ら
、
周
囲
の
乗
客
の
姿
や
様
子
を
見
る
と
も
な
く
見
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
言
え
ば
私
た
ち
は
、
他
の
乗
客
と
の
〝
距
離
〟
を
絶
妙
に
保
ち
な
が
ら
、
自
分
の
場
所
を
維
持
し
つ
つ
ス
マ
ホ
に
熱
中
し
た
り

音
楽
を
聴
い
た
り
本
を
読
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
ゴ
フ
マ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
新
聞
や
週
刊
誌
や
本
は
、
他
者
と
の
〝
距
離
〟
を
と
り
、

〝
距
離
〟
を
保
っ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
自
分
は
他
者
に
対
し
て
関
心
は
な
い
し
、
他
者
と
い
う
存
在
へ
関
与
す
る
つ
も
り
も
な

い
こ
と
を
周
囲
の
他
者
に
表
示
す
る
た
め
の
「
道
具
」
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
今
は
ス
マ
ホ
こ
そ
最
適
な
「
道
具
」
で
す
。

た
だ
こ
う
し
た
視
線
の
取
り
方
や
「
道
具
」
が
通
常
に
機
能
し
て
電
車
内
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
危
う
く
な
る
状

況
は
い
く
ら
で
も
起
こ
り
得
ま
す
。

満
員
電
車
に
乗
っ
て
、
私
は
い
つ
も
気
に
な
り
、
ど
う
し
よ
う
か
困
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
隣
に
立
っ
て
い
る
人
や

席
に
座
っ
て
い
る
人
が
熱
中
す
る
ス
マ
ホ
の
画
面
が
「
見
え
て
し
ま
う
」
こ
と
で
す
。
見
た
く
な
け
れ
ば
目
を
閉
じ
れ
ば
い
い
だ
け
で
す

が
、
満
員
で
身
動
き
も
ま
ま
な
ら
な
い
と
き
、
目
を
閉
じ
続
け
る
と
不
安
定
な
状
態
に
な
る
し
、
さ
り
と
て
他
に
視
線
を
移
そ
う
と
す
れ

ば
、
そ
こ
で
も
別
の
ス
マ
ホ
の
画
面
が
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。
見
た
く
も
な
い
も
の
が
、
ま
さ
に
「
見
え
て
し
ま
う
」
の
で
す
。

④
で
も
な
ぜ
私
は
困
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ス
マ
ホ
は
使
用
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
満
員
電
車
と
い
う

人
間
が
充
満
し
た
異
様
な
空
間
で
、
自
分
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
が
で
き
る
有
効
な
道
具
で
す
。
そ
れ
は
同
時
に
他
者
に
対
し
て
関

心
も
な
い
し
関
与
も
し
な
い
こ
と
を
示
す
道
具
で
も
あ
り
ま
す
。
イ
ヤ
ホ
ン
で
音
楽
を
聴
き
、
ス
マ
ホ
の
画
面
に
目
を
落
と
し
て
ゲ
ー
ム

や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
や
り
と
り
に
集
中
し
て
い
る
姿
。
そ
れ
は
周
囲
の
世
界
や
外
界
に
対
し
て
耳
も
目
も
遮
断
し
、
自
分
だ
け
の
世
界
に
集
中

し
て
い
る
姿
を
周
囲
に
表
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
表
示
す
る
」
と
書
い
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ス
マ
ホ
に
熱
中
す
る
と
し
て
も
、

そ
の
人
は
完
全
に
他
の
乗
客
や
外
界
の
音
や
様
子
を
遮
断
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
聞
こ
う
と
思
え
ば
聞
け
る
し
、
見
よ
う
と
思
え
ば
見

え
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
外
界
と
の
繋
が
り
方
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

つ
な

さ
き
ほ
ど
電
車
内
で
人
々
が
適
切
に
〝
距
離
〟
を
保
つ
こ
と
が
電
車
の
秩
序
に
と
っ
て
重
要
だ
と
述
べ
ま
し
た
が
、
満
員
電
車
の
よ
う

に
〝
距
離
〟
す
ら
保
つ
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
を
守
り
、
自
分
と
他
者
と
の
繋
が
り
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ゴ
フ
マ
ン
の
発
想
を
借
り
て
、
私
は
こ
う
考
え
ま
す
。

私
た
ち
は
、
自
分
を
守
る
〝
膜
〟
と
で
も
い
え
る
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
状
況
に
よ
っ
て
堅
牢
な
〝
殻
〟
と
な
る
か
も
し
れ

け
ん
ろ
う

ま
せ
ん
が
、
薄
く
、
破
れ
や
す
く
、
誰
の
目
に
も
見
え
な
い
透
明
な
〝
膜
〟
で
す
。
そ
し
て
満
員
電
車
の
よ
う
に
人
間
が
過
剰
に
密
集
し
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て
し
ま
う
と
き
、
当
然
〝
距
離
〟
の
維
持
は
難
し
く
、
さ
ら
に
〝
膜
〟
さ
え
も
お
互
い
に
触
れ
合
い
、
擦
り
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
破
れ
て

し
ま
う
危
険
に
私
た
ち
は
さ
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
、
私
た
ち
は
、
ス
マ
ホ
な
ど
使
え
る
「
道
具
」
を
駆
使
し
て
、
互

い
の
〝
膜
〟
を
破
る
危
険
を
回
避
で
き
る
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
が
困
っ
て
し
ま
う
の
は
、
隣
の
他
者
の
〝
膜
〟
を
な
ん
と
か
破
ら
な
い
よ
う
に
注
意
を
払
い
、
そ
の
場
で
い
ろ
い
ろ
と
ふ
る
ま
っ
て

も
、
〝
膜
〟
の
向
こ
う
に
あ
る
他
者
の
世
界
が
「
見
え
て
し
ま
う
」
か
ら
で
す
。
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
や
り
と
り
や
個
人
で
検
索
し
て
い
る
情
報

や
ゲ
ー
ム
の
様
子
な
ど
、
別
に
私
は
見
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
結
果
と
し
て
隣
の
人
が
懸
命
に
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
〝
自
分
だ
け
の
世

界
〟
を
「
侵
犯
」
し
て
し
ま
う
危
う
さ
を
感
じ
る
か
ら
な
の
で
す
。

自
分
の
〝
膜
〟
を
守
り
つ
つ
、
他
者
の
〝
膜
〟
つ
ま
り
、
他
者
の
私
的
世
界
を
侵
犯
し
な
い
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
、
私
た
ち
が
日
常
し
っ

か
り
と
守
っ
て
い
る
最
大
の
儀

礼
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
儀
礼
を
行
使
す
る
こ
と
に
外
見
が
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す
。

エ
チ
ケ
ッ
ト

自
分
の
〝
膜
〟
を
守
り
つ
つ
、
他
者
の
〝
膜
〟
つ
ま
り
、
他
者
の
私
的
世
界
を
侵
犯
し
な
い
と
い
う
儀
礼
は
、
さ
ら
に
私
た
ち
が
そ
の

場
そ
の
と
き
に
応
じ
て
適
切
に
自
分
の
〝
外
見
〟
を
整
え
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
私
は
、
電
車
で
空
い
て
い
る
席
を
見
つ
け
る
と
、
座
る
前
に
必
ず
「
す
み
ま
せ
ん
」

と
両
側
に
座
っ
て
い
る
人
に
声
を
か
け

る
か
片
手
を
少
し
前
に
出
し
て
「
こ
れ
か
ら
私
が
そ
こ
に
座
り
ま
す
よ
」
と
い
う
意
思
表
示
を
し
ま
す
。
両
側
の
人
の
コ
ー
ト
や
上
着
の

裾
を
尻
で
踏
ま
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
が
ら
座
り
、
リ
ュ
ッ
ク
は
両
腕
で
覆
う
よ
う
に
し
て
抱
え
、
膝
の
上
で
し
っ
か
り
と
安
定
さ
せ

ま
す
。
こ
こ
ま
で
す
れ
ば
、
自
分
の
〝
膜
〟
は
し
っ
か
り
と
守
れ
る
し
、
両
側
の
人
の
〝
膜
〟
に
も
触
れ
な
い
し
、
私
的
世
界
に
も
「
侵

犯
」
す
る
危
険
性
は
な
く
、
ほ
ぼ
完
璧
な
〝
乗
客
と
し
て
の
外
見
〟
を
私
は
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
外
見

を
つ
く
り
あ
げ
た
後
で
、
今
日
の
講
義
で
使
え
そ
う
な
面
白
い
ネ
タ
は
な
い
か
と
、
ど
こ
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
乗
客
の
様

子
を
細
か
く
観
察
し
て
い
ま
す
。

（
好
井
裕
明
『
他
者
を
感
じ
る
社
会
学
』
に
よ
る
）

よ
し

い

ひ
ろ
あ
き

（
注
）
ゼ
ミ

大
学
に
お
け
る
演
習
形
式
の
授
業
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
略
。
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問
１

線
部
a
～
d
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。

問
２

線
部
の

□
に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

水

イ

影

ウ

釘

エ

棹

オ

魔

く
ぎ

さ
お

問
３

線
部
①
「
彼
に
と
っ
て
卒
論
は
自
分
の
髭
へ
の
〝
鎮
魂
歌
〟
で
し
た
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し

て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

髭
の
社
会
的
意
義
に
ふ
れ
た
卒
論
な
ど
、
今
か
ら
社
会
に
出
る
自
分
に
と
っ
て
は
現
実
か
ら
遊
離
し
た
絵
空
事
だ
と
思
え
、

以
後
、
卒
論
の
存
在
は
現
実
逃
避
し
が
ち
な
弱
い
自
分
へ
の
戒
め
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ

企
業
の
就
職
面
接
で
面
接
官
か
ら
卒
論
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
際
、
髭
に
対
す
る
問
題
関
心
を
熱
く
語
っ
た
こ
と
で
、
学
生
の

人
物
と
し
て
の
評
価
と
と
も
に
、
卒
論
の
内
容
が
高
く
評
価
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

自
ら
髭
を
蓄
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
髭
へ
の
思
い
が
高
じ
て
卒
論
の
テ
ー
マ
と
も
な
り
、
い
よ
い
よ
「
髭
」
へ
の
思
い
を
強
め

た
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
卒
論
が
学
業
の
記
念
す
べ
き
集
大
成
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ

髭
へ
の
愛
情
や
こ
だ
わ
り
を
も
と
に
書
か
れ
た
卒
論
が
会
社
か
ら
は
高
い
評
価
を
受
け
、
結
果
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
至
っ

た
が
、
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
が
自
分
の
髭
と
の
別
れ
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
。

オ

髭
を
は
や
し
て
い
る
こ
と
は
人
間
と
し
て
ダ
メ
な
証
拠
だ
と
い
う
古
く
か
ら
の
固
定
観
念
を
覆
そ
う
と
始
め
た
卒
論
の
執
筆

が
、
世
の
中
の
偏
っ
た
風
潮
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。
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問
４

線
部
②
「
『
類
型
』
」
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄
に
、
本
文
中
か
ら
十
五
字
以
内
の
言
葉
を
抜
き
出
し
て
入
れ
、
説
明
を

完
成
さ
せ
よ
。

「
類
型
」
と
は
、

十
五
字
以
内

を
も
と
に
、
目
の
前
の
相
手
が
何
者
で
あ
る
か
を
瞬
時
に
判
断
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ

た
、
個
々
人
に
内
在
す
る
「
ひ
な
形
」
の
こ
と
。

問
５

線
部
③
「
電
車
に
乗
っ
て
い
る
時
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
、
ど
の
よ
う
に
な
れ
ば
電
車
内
の
「
秩
序
」
が
「
維
持
」
さ
れ

る
の
か
。
次
の
空
欄
に
、
本
文
中
の
言
葉
を
抜
き
出
し
て
入
れ
、
説
明
文
を
完
成
さ
せ
よ
。
た
だ
し
、

Ａ

は
抜
き
出
し
た
言

葉
を
そ
の
ま
ま
記
し
、

Ｂ

は
抜
き
出
し
た
言
葉
の
最
初
と
最
後
の
五
字
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。

Ａ

十
五
字
以
内

と
い
う
視
線
の
取
り
方
や
、

Ｂ

五
十
字
程
度

た
め
の
「
道
具
」
が
通
常
に
機
能
す
れ
ば
、
電

車
内
の
秩
序
は
維
持
さ
れ
る
。

問
６

線
部
④
「
で
も
な
ぜ
私
は
困
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
」
と
あ
る
が
、
私
が
「
困
っ
て
し
ま
う
」
理
由
は
何
か
。
わ
か

り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
７

本
文
中
に
挙
げ
ら
れ
た
、
男
子
学
生
の
髭
の
例
と
電
車
に
乗
っ
て
い
る
時
の
例
を
通
じ
て
、
筆
者
は
読
者
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

江
戸
の
仲
町
の
富
岡
八
幡
宮
で
は
三
年
に
一
度
の
本
祭
を
明
後
日
に
控
え
て
、
神
輿
を
担
ぐ
稽
古
も
佳
境
を
迎
え
て
い
た
。
う
な
ぎ
屋

は
ち
ま
ん
ぐ
う

み

こ

し

か
つ

け
い

こ

「
松
乃
井
」
の
主
人
・
清
五
郎
も
大
の
祭
好
き
で
あ
る
。
本
祭
に
は
各
町
で
神
輿
を
出
す
の
だ
が
、
彼
の
住
む
冬
木
町
に
は
神
輿
が
な
か
っ

た
の
で
、
隣
町
で
あ
る
仲
町
の
神
輿
を
担
ぎ
に
き
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
仲
町
の
神
輿
の
稽
古
後
の
場
面
で
あ
る
。

揉
め
事
が
起
き
た
の
は
、
四
半
刻
の
稽
古
を
終
え
て
神
輿
を
馬
（
神
輿
の
置
き
台
）
に
載
せ
た
と
き
だ
っ
た
。

も

(

注
１)

し
は
ん
と
き

「
差
す
と
き
は
よ
う
」

眉
間
に
深
い
し
わ
を
刻
ん
だ
清
五
郎
が
、
尖
っ
た
声
を
発
し
な
が
ら
半
吉
に
詰
め
寄
っ
た
。

み

け
ん

と
が

「
中
途
半
端
な
と
こ
ろ
で
腕
を
止
め
て
ね
え
で
、
も
っ
と
思
い
っ
き
り
伸
ば
し
ね
え
」

瓜
実
顔
に
は
似
合
わ
な
い
荒
々
し
い
口
調
で
、
清
五
郎
は
半
吉
に
文
句
を
つ
け
た
。

(

注
２)

う
り
ざ
ね
が
お

『
差
す
』
と
は
、
両
腕
を
上
に
伸
ば
し
て
、
神
輿
を
高
く
持
ち
上
げ
る
こ
と
を
い
う
。

建
具
職
人
の
半
吉
は
背
丈
が
五
尺
二
寸
（
約
百
五
十
八
セ
ン
チ
）
で
、
清
五
郎
よ
り
は
三
寸
（
約
九
セ
ン
チ
）
低
か
っ
た
。

清
五
郎
と
半
吉
は
、
前
後
に
並
ん
で
肩
を
入
れ
て
い
た
。
差
す
と
き
の
半
吉
の
腕
の
伸
ば
し
方
が
、
清
五
郎
は
気
に
く
わ
な
か
っ
た
の

だ
。う

な
ぎ
を
料
理
し
て
い
る
と
き
の
清
五
郎
は
、
お
だ
や
か
で
声
を
荒
ら
げ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
神
輿
に
肩
を
入
れ
る
な
り
、
内
に
隠
し
て
い
た
激
し
い
気
性
が
お
も
て
に
出
た
。
担
ぎ
方
が
気
に
入
ら
な
い
と
き
は
、
だ
れ

か
れ
構
わ
ず
に
文
句
を
つ
け
た
。

祭
本
番
を
あ
さ
っ
て
に
控
え
た
今
朝
は
、
稽
古
に
も
一
段
と
気
合
い
が
入
っ
て
い
る
。
清
五
郎
の
物
言
い
も
、
刺
々
し
さ
を
増
し
て
い

け

さ

と
げ
と
げ

た
。

「
な
ん
で
え
、
そ
の
言
い
草
は
」
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多
く
の
者
の
前
で
文
句
を
つ
け
ら
れ
た
半
吉
は
、
肩
を
怒
ら
せ
て
三
寸
高
い
清
五
郎
を
睨
み
つ
け
た
。

に
ら

「
お
れ
の
差
し
に
ケ
チ
を
つ
け
る
た
あ
、
ど
こ
の
ど
な
た
さ
ん
な
ん
で
え
」

半
吉
は
半
纏
の
袖
を
ま
く
り
上
げ
た
。
小
柄
だ
が
、
腕
っ
節
と
a
鼻
っ
柱
の
強
さ
で
通
っ
て
い
る
男
だ
。

は
ん
て
ん

そ
で

担
ぎ
手
た
ち
が
ふ
た
り
を
取
り
囲
ん
だ
。

「
訊
か
れ
り
ゃ
あ
答
え
る
が
、
お
れ
は
冬
木
町
松
乃
井
の
清
五
郎
だ
」

き清
五
郎
も
負
け
ず
に
腕
ま
く
り
を
し
た
。

「
①
お
め
え
が
松
乃
井
の
入
り
婿
野
郎
か
」

半
吉
は
鼻
先
で
嗤
っ
た
。

わ
ら

宮
元
の
神
輿
は
、
三
基
と
も
三
尺
の
大
型
だ
。
控
え
ま
で
加
え
れ
ば
、
三
基
の
神
輿
に
千
二
百
人
の
担
ぎ
手
が
群
れ
て
い
る
。

（
注
３
）半

吉
と
清
五
郎
は
、
今
朝
が
初
顔
合
わ
せ
だ
っ
た
。

「
婿
だ
か
ら
と
、
因
縁
を
つ
け
よ
う
て
え
の
か
」

松
乃
井
の
婿
と
呼
ば
れ
る
の
を
、
清
五
郎
は
な
に
よ
り
嫌
っ
た
。
半
吉
は
し
か
も
「
入
り
婿
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
。
色
白
の
清
五

郎
が
、
こ
め
か
み
に
青
筋
を
浮
か
べ
た
。

「
因
縁
は
つ
け
ね
え
が
、
婿
な
ら
婿
ら
し
く
、
し
っ
か
り
と
稼
業
に
汗
を
流
し
や
が
れ
」

い
ん
ね
ん

半
吉
は
清
五
郎
に
一
歩
を
詰
め
た
。

「
お
め
え
が
こ
う
し
て
、
よ
そ
の
町
内
の
神
輿
担
ぎ
に
出
張
っ
て
き
や
が
る
か
ら
よ
う
。
松
乃
井
の
う
な
ぎ
は
、
女
房
任
せ
だ
て
え
じ
ゃ

ね
え
か
」

裂
く
の
も
焼
く
の
も
素
人
の
女
房
。

し
ろ
う
と

客
あ
し
ら
い
は
、

裏
店
の
婆
さ
ん
。

(

注
４)

う
ら
だ
な

ば
あ

ひ
ど
い
う
な
ぎ
を
食
わ
さ
れ
た
挙
句
に
、
b
ぞ
ん
ざ
い
な
扱
い
を
さ
れ
た
客
は
何
人
も
い
る
。
そ
の
連
中
は
、
二
度
と
松
乃
井
に
は
行

く
も
ん
か
と
、
深
川
中
に
言
い
ふ
ら
し
て
回
っ
て
い
る
…
…
そ
う
言
い
切
っ
て
、
半
吉
は
さ
ら
に
袖
を
ま
く
り
上
げ
た
。

「
わ
け
を
知
ら
ね
え
連
中
は
勝
手
な
こ
と
を
言
う
が
、
②
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
あ
健
気
に
店
を
守
っ
て
る
ま
つ
の
さ
ん
が
、
あ
ん
ま
り
可
愛
そ

け
な

げ
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う
じ
ゃ
ね
え
か
」

ま
つ
の
さ
ん
の
蒲
焼
き
は
素
人
仕
事
な
ん
か
じ
ゃ
ね
え
と
、
半
吉
は
語
気
を
強
め
た
。

か
ば

「
焼
き
方
が
て
え
ね
え
だ
か
ら
皮
も
お
も
て
も
カ
リ
カ
リ
な
の
に
、
身
は
ふ
っ
く
ら
し
て
い
て
よ
う
。
た
っ
ぷ
り
美
味
さ
が
詰
ま
っ
て
ら

あ
」女

が
焼
い
て
い
る
か
ら
、
ひ
と
は
c
色
眼
鏡
で
見
て
し
ま
う
。
し
か
し
素
直
な
気
持
ち
で
味
わ
え
ば
、
あ
ん
な
蒲
焼
き
は
深
川
中
を
探

し
て
も
食
え
な
い
と
分
か
る
は
ず
だ
。

遠
か
ら
ず
、
ま
つ
の
さ
ん
の
焼
い
た
蒲
焼
き
は
評
判
に
な
る
と
半
吉
は
言
い
切
っ
た
。

「
お
れ
の
差
し
に
ケ
チ
を
つ
け
る
め
え
に
、
冬
木
に
飛
ん
で
け
え
っ
て
、
お
め
え
に
は
や
ん
な
き
ゃ
あ
な
ら
ね
え
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
が

よ
」半

吉
の
啖
呵
を
、
取
り
囲
ん
だ
連
中
が
そ
う
だ
、
そ
う
だ
と
囃
し
立
て
た
。

た
ん

か

は
や

他
町
の
冬
木
町
か
ら
押
し
か
け
て
き
な
が
ら
神
輿
の
担
ぎ
方
に
は
、
年
長
者
に
も
遠
慮
の
な
い
文
句
を
つ
け
る
清
五
郎
。

そ
ん
な
あ
り
方
が
、
宮
元
の
担
ぎ
手
の
多
く
か
ら
反
感
を
買
っ
て
い
た
の
だ
。

③
言
い
返
す
言
葉
に
詰
ま
っ
た
清
五
郎
は
、
先
に
こ
ぶ
し
を
振
り
上
げ
た
。
そ
の
こ
ぶ
し
で
殴
り
か
か
る
前
に
、
半
吉
が
頭
突
き
を
食
わ

せ
た
。

不
意
の
突
進
を
ま
と
も
に
受
け
た
清
五
郎
は
、
背
中
か
ら
地
べ
た
に
倒
れ
込
ん
だ
。
半
吉
は
そ
の
ま
ま
馬
乗
り
に
な
り
、
右
手
で
清
五

郎
の
頬
を
張
っ
た
。

ほ
お

二
発
目
を
張
ろ
う
と
し
た
と
き
、
右
手
を
町
内

鳶
の
か
し
ら
雅
五
郎
が
摑
ん
だ
。

(

注
５)

と
び

つ
か

「
祭
は
あ
さ
っ
て
に
迫
っ
て
る
ぜ
」

雅
五
郎
の
ひ
と
こ
と
で
、
騒
動
は
鎮
ま
っ
た
。

＊

「
出
が
ら
し
の
か
ら
っ
茶
だ
け
ど
さ
。
一
杯
呑
ん
で
落
ち
着
き
な
さ
い
よ
」

の

雅
五
郎
の
女
房
は
、
亭
主
が
連
れ
て
き
た
清
五
郎
に
焙
じ
茶
を
供
し
た
。

ほ
う
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熱
々
の
焙
じ
茶
は
、
強
い
湯
気
を
立
ち
上
ら
せ
て
い
る
。
茶
請
け
に
は
、
や
ぐ
ら
下
の
菓
子
屋
岡
満
津
の
辰
巳
八
景
最
中
が
添
え
ら
れ

お
か

ま

つ

た
つ

み

は
っ
け
い

も

な
か

て
い
た
。

か
し
ら
の
女
房
か
ら
示
さ
れ
た
、
情
の
厚
み
に
富
ん
だ
も
て
な
し
。

目
一
杯
ま
で
さ
さ
く
れ
だ
っ
て
い
た
清
五
郎
の
性
根
が
、
じ
ゅ
わ
っ
と
音
を
立
て
て
湿
り
始
め
て
い
た
。

、
、
、
、

「
気
が
立
っ
て
る
と
き
は
、
甘
い
も
ん
が
効
く
ぜ
」

言
う
な
り
六
尺
男
の
雅
五
郎
が
、
小
さ
な
も
な
か
を
口
に
し
た
。
そ
の
形
に
つ
ら
れ
て
、
清
五
郎
も
茶
を
す
す
る
前
に
も
な
か
を
頬
張
っ

た
。

「
う
め
え
…
…
」

清
五
郎
が
漏
ら
し
た
の
は
、
世
辞
で
は
な
く
正
味
の
つ
ぶ
や
き
だ
っ
た
。
④
雅
五
郎
の
目
に
、
強
い
光
が
宿
さ
れ
た
。

「
う
め
え
の
は
当
た
り
前
だ
」

雅
五
郎
は
清
五
郎
を
見
据
え
た
。
気
性
の
荒
い
火
消
し
人
足
も
従
わ
せ
る
雅
五
郎
の
眼
光
で
あ
る
。
清
五
郎
は
も
な
か
を
呑
み
込
む
と
、

湯
呑
み
に
は
手
を
伸
ば
さ
ず
に
背
筋
を
張
っ
た
。

「
仲
町
中
が
祭
で
浮
か
れ
て
い
て
も
、
岡
満
津
の
親
方
は
今
日
も
朝
か
ら
神
輿
に
は
目
も
く
れ
ず
に
、
う
め
え
餡
を
仕
込
ん
で
る
」

あ
ん

雅
五
郎
は
湯
呑
み
の
茶
を
す
す
っ
た
。
ご
く
っ
と
音
が
し
て
、
太
い
喉

仏

が
動
い
た
。

の
ど
ぼ
と
け

「
う
ち
の
火
消
し
連
中
も
半
分
は
宿
に
詰
め
て
い
る
し
、
夜
通
し
六
人
が
代
わ
り
ば
ん
こ
で
火
の
見
や
ぐ
ら
に
も
上
っ
て
い
る
」

餡
を

拵

え
る
岡
満
津
の
親
方
も
、
鳶
宿
に
詰
め
て
い
る
若
い
者
も
、
ひ
と
一
倍
の
祭
好
き
だ
…
…
雅
五
郎
は
清
五
郎
を
見
詰
め
た
ま

こ
し
ら

ま
、
茶
を
す
す
っ
た
。

「
あ
ん
た
が
食
っ
た
も
な
か
が
う
め
え
の
は
、
岡
満
津
さ
ん
が
命
が
け
で
餡
を
拵
え
て
る
か
ら
だ
」

湯
呑
み
を
膝
元
に
置
い
た
雅
五
郎
は
、

Ⅰ

。
六
尺
男
は
、
座
っ
て
い
て
も
大
柄
で
あ
る
。

ひ
ざ

清
五
郎
も
精
一
杯
に
背
筋
を
張
っ
た
が
、
雅
五
郎
に
は
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。

「

祭

半
纏
を
着
て
え
な
ら
、
汚
し
ち
ゃ
あ
な
ら
ね
え
」

ま
つ
り
ば
ん
て
ん

雅
五
郎
の

Ⅱ

。
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「
仕
事
は
半
端
だ
が
神
輿
は
担
ぎ
て
え
と
い
う
の
は
、
は
な
垂
れ
小
僧
に
も
嗤
わ
れ
る
言
い
草
だ
。
そ
ん
な
半
端
野
郎
に
は
、
神
輿
の
担

ぎ
方
を
あ
れ
こ
れ
言
う
こ
と
は
で
き
ね
え
」

小
さ
な
声
だ
が
響
き
は
い
い
。
清
五
郎
の
身
体
の
芯
に
ま
で
届
い
た
ら
し
い
。
清
五
郎
は
び
く
っ
と
体
を
震
わ
せ
た
。

し
ん

「
お
め
え
さ
ん
が
差
し
を
ど
う
こ
う
言
っ
た
建
具
屋
の
半
公
も
、
飛
び
抜
け
た
神
輿
好
き
だ
が
、
あ
ん
た
と
違
っ
て
半
端
仕
事
は
や
ら
ね

え
」本

祭
の
神
輿
を
担
ぐ
た
め
に
、
七
月
は
一
日
も
休
み
を
と
っ
て
い
な
い
。
八
月
は
す
で
に
二
度
も
夜
鍋
仕
事
を
こ
な
し
て
い
た
。

よ

な
べ

「
神
輿
に
は
神
様
が
乗
っ
て
お
い
で
だ
」

雅
五
郎
の

Ⅲ

。

「
肩
を
い
れ
て
も
恥
ず
か
し
く
ね
え
よ
う
に
、
し
っ
か
り
仕
事
を
や
り
ね
え
な
」

「
へ
い
」

背
筋
を
伸
ば
し
た
ま
ま
、
清
五
郎
は
き
っ
ぱ
り
と
答
え
た
。

「
⑤
了
見
違
い
を
勘
弁
し
て
く
だ
せ
え
」

詫
び
た
清
五
郎
は
、
勢
い
よ
く
立
ち
上
が
っ
た
。

わ

「
宿
に
け
え
っ
て
、
仕
事
に
身
を
い
れ
や
す
」

下
げ
た
あ
た
ま
を
清
五
郎
が
上
げ
た
と
き
、
雅
五
郎
は

Ⅳ

。

「
せ
っ
か
く
女
房
が
い
れ
た
茶
だ
、
ひ
と
口
す
す
っ
て
か
ら
け
え
り
ね
え
」

「
あ
り
が
と
う
ご
ぜ
え
や
す
」

座
り
直
し
た
清
五
郎
は
、
湯
気
の
立
つ
焙
じ
茶
に
口
を
つ
け
た
。

「
う
ち
の
カ
ミ
さ
ん
も
焙
じ
茶
を
い
れ
る
の
が
自
慢
で
や
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
滅
法
に
う
め
え
…
…
」

「
な
ん
で
え
、
そ
れ
は
」

雅
五
郎
は

Ⅴ

。

「
殊
勝
に
詫
び
た
と
思
っ
た
ら
、
お
れ
の
前
で
の
ろ
け
よ
う
て
え
の
か
」
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「
へ
い
っ
」

清
五
郎
は
さ
ら
に
強
い
返
事
を
し
た
。

く
し
ゅ
ん
。

何
町
も
離
れ
た
ま
ね
き
通
り
で
、
ま
つ
の
が
可
愛
い
く
し
ゃ
み
を
し
た
。

（
山
本
一
力
「
祭
半
纏
」
に
よ
る
）

や
ま
も
と
い
ち
り
き

（
注
１
）

四
半
刻

約
三
十
分
。

（
注
２
）

瓜
実
顔

色
白
で
や
や
面
長
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た
顔
。

（
注
３
）

宮
元

神
社
の
そ
ば
に
位
置
す
る
地
区
の
呼
び
名
で
、
こ
こ
で
は
仲
町
の
こ
と
。

（
注
４
）

裏
店
の
婆
さ
ん

「
清
五
郎
」
が
店
番
の
手
伝
い
を
依
頼
し
た
隣
人
。
彼
女
に
接
客
の
経
験
は
な
い
。

（
注
５
）

鳶

鳶
職
（
建
設
業
で
高
い
所
で
の
作
業
を
専
門
と
す
る
職
人
）
の
こ
と
。
火
消
し
（
消
防
団
）
も
兼
ね
て
い
る
。
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問
１

線
部
a
～
c
の
語
句
の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

見
さ
か
い
な
く
す
ぐ
に
け
ん
か
を
売
る
こ
と
で
有
名
な

イ

人
の
話
を
ま
と
も
に
取
り
合
わ
な
い
で
冷
た
く
あ
し
ら
う
こ
と
で
有
名
な

a
「
鼻
っ
柱
の
強
さ
で
通
っ
て
い
る
」

ウ

目
立
ち
た
が
り
屋
で
人
の
気
を
引
こ
う
と
す
る
こ
と
で
有
名
な

エ

勝
ち
気
で
自
分
の
意
見
を
主
張
し
て
譲
ら
な
い
こ
と
で
有
名
な

オ

他
人
を
信
用
せ
ず
相
手
を
ま
ず
疑
っ
て
か
か
る
こ
と
で
有
名
な

ア

丁
寧
す
ぎ
て
か
え
っ
て
嫌
味
に
感
じ
る
対
応
を
さ
れ
た

イ

苦
情
を
避
け
る
た
め
に
巧
妙
な
言
い
訳
を
さ
れ
た

b
「
ぞ
ん
ざ
い
な
扱
い
を
さ
れ
た
」

ウ

法
外
な
代
金
を
む
さ
ぼ
り
取
ら
れ
た

エ

一
切
文
句
を
言
わ
せ
て
も
ら
え
ず
高
圧
的
に
の
の
し
ら
れ
た

オ

粗
雑
で
礼
儀
に
か
な
っ
て
い
な
い
応
対
を
さ
れ
た

ア

最
新
の
流
行
だ
か
ら
と
そ
れ
に
乗
っ
て
し
ま
う

イ

お
も
し
ろ
が
っ
て
う
わ
さ
話
の
た
ね
に
し
て
し
ま
う

c
「
色
眼
鏡
で
見
て
し
ま
う
」

ウ

思
い
こ
み
や
偏
見
に
よ
っ
て
物
事
を
判
断
し
て
し
ま
う

エ

真
剣
さ
の
あ
ま
り
周
囲
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う

オ

話
の
裏
を
読
ん
で
隠
し
事
を
暴
き
出
し
て
し
ま
う

あ
ば
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問
２

線
部
①
「
お
め
え
が
松
乃
井
の
入
り
婿
野
郎
か
」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
た
「
半
吉
」
と
そ
の
言
葉
に
対
す
る
「
清

五
郎
」
の
反
応
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

「
半
吉
」
は
、
家
業
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
祭
り
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
と
い
う
う
わ
さ
の
「
清
五
郎
」
を
目
の
当
た
り
に
し
て

馬
鹿
に
し
て
お
り
、
「
清
五
郎
」
は
一
番
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
「
入
り
婿
」
と
い
う
部
分
を
突
か
れ
て
腹
を
立
て
て
い
る
。

イ

「
半
吉
」
は
、
家
の
中
で
は
お
と
な
し
い
「
清
五
郎
」
が
、
隣
町
の
神
輿
の
あ
り
か
た
に
生
意
気
に
も
因
縁
を
つ
け
て
き
た

こ
と
に
腹
を
立
て
て
お
り
、「
清
五
郎
」
は
初
対
面
な
の
に
「
入
り
婿
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
不
愉
快
に
な
っ
て
い
る
。

ウ

「
半
吉
」
は
、「
清
五
郎
」
の
大
き
な
体
が
神
輿
の
邪
魔
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
ず
え
ら
そ
う
に
指
図
し
て
き
た
こ

と
を
指
摘
す
る
機
会
を
狙
っ
て
お
り
、
「
清
五
郎
」
は
「
入
り
婿
」
と
い
う
言
葉
が
耳
に
入
っ
て
逆
上
し
て
い
る
。

エ

「
半
吉
」
は
、「
清
五
郎
」
が
妻
の
目
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
え
ら
そ
う
に
、
調
子
に
乗
っ
て
場
違
い
な
盛
り
上
が
り
方
を
し
て

い
る
の
を
苦
々
し
く
思
っ
て
お
り
、「
清
五
郎
」
は
「
入
り
婿
」
と
い
う
事
実
を
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
う
ろ
た
え
て
い
る
。

オ

「
半
吉
」
は
、「
清
五
郎
」
が
し
が
な
い
店
の
入
り
婿
と
い
う
肩
身
の
狭
さ
を
、
隣
町
ま
で
出
張
っ
て
き
て
発
散
す
る
し
か
な

い
こ
と
を
憐
れ
ん
で
お
り
、
「
清
五
郎
」
は
事
実
で
は
な
い
う
わ
さ
に
つ
い
て
問
い
詰
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

問
３

線
部
②
「
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
あ
健
気
に
店
を
守
っ
て
る
ま
つ
の
さ
ん
が
、
あ
ん
ま
り
可
愛
そ
う
じ
ゃ
ね
え
か
」
と
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
に
「
半
吉
」
が
言
う
の
は
「
ま
つ
の
」
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
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問
４

線
部
③
「
言
い
返
す
言
葉
に
詰
ま
っ
た
清
五
郎
は
、
先
に
こ
ぶ
し
を
振
り
上
げ
た
」
と
あ
る
が
、「
清
五
郎
」
が
そ
の
よ
う

な
行
動
を
と
っ
た
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

周
囲
に
い
る
人
々
も
自
分
に
対
し
て
「
半
吉
」
と
同
じ
評
価
を
下
し
て
お
り
、
集
団
で
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
。

イ

神
輿
の
担
ぎ
方
で
は
な
く
家
業
と
い
う
想
定
外
の
方
向
か
ら
自
分
の
行
動
を
責
め
ら
れ
、
反
論
の
余
地
が
な
か
っ
た
か
ら
。

ウ

祭
り
が
好
き
で
た
ま
ら
な
い
と
い
う
自
分
の
気
持
ち
や
神
輿
の
担
ぎ
方
へ
の
こ
だ
わ
り
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
か
ら
。

エ

口
べ
た
な
職
人
同
士
が
い
く
ら
話
し
合
っ
て
も
無
駄
な
こ
と
だ
と
あ
き
ら
め
た
か
ら
。

オ

人
の
苦
労
も
知
ら
な
い
で
知
っ
た
風
な
口
を
き
く
若
造
は
殴
っ
て
わ
か
ら
せ
る
し
か
な
い
と
決
心
し
た
か
ら
。

問
５

線
部
④
「
雅
五
郎
の
目
に
、
強
い
光
が
宿
さ
れ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
「
雅
五
郎
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

職
人
の
仕
事
ぶ
り
を
一
口
食
べ
た
だ
け
で
判
別
し
た
「
清
五
郎
」
は
、
実
は
卓
越
し
た
真
の
う
な
ぎ
職
人
だ
と
確
信
し
て
い
る
。

イ

自
分
が
す
す
め
る
ま
ま
に
甘
い
も
の
を
口
に
す
る
「
清
五
郎
」
は
、
自
分
に
は
気
を
許
し
て
い
る
ら
し
い
と
自
信
を
も
っ
て
い
る
。

ウ

も
な
か
の
味
が
わ
か
っ
た
「
清
五
郎
」
は
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
話
す
内
容
を
理
解
で
き
る
人
間
で
あ
る
は
ず
だ
と
見
込
ん
で
い
る
。

エ

挨
拶
も
詫
び
も
な
し
に
も
な
か
を
口
に
す
る
「
清
五
郎
」
は
、
自
分
の
言
い
方
一
つ
で
感
化
で
き
る
幼
い
や
つ
だ
と
見
抜
い
て
い
る
。

オ

こ
ん
な
小
さ
な
も
な
か
で
も
喜
ん
で
い
る
「
清
五
郎
」
の
普
段
の
暮
ら
し
が
、
か
な
り
苦
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

問
６

本
文
中
の

Ⅰ

～

Ⅴ

に
当
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。
た
だ
し
、
同

じ
記
号
を
重
複
し
て
使
用
す
る
の
は
不
可
と
す
る
。

ア

わ
ざ
と
目
を
尖
ら
せ
た

イ

目
の
光
が
、
さ
ら
に
強
ま
っ
た

ウ

背
筋
を
伸
ば
し
た

エ

目
元
を
ゆ
る
め
た

オ

口
調
が
変
わ
っ
て
い
た
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問
７

線
部
⑤
「
了
見
違
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

祭
り
の
花
形
は
神
輿
を
担
ぐ
者
で
あ
る
が
、
商
い
を
し
て
い
る
者
た
ち
は
、
祭
り
の
と
き
で
も
町
の
人
々
の
た
め
に
店
を
開

け
、
黙
っ
て
普
段
の
仕
事
を
続
け
る
の
が
常
で
あ
る
。
自
分
は
神
輿
を
担
ぐ
と
い
う
華
や
か
さ
ば
か
り
を
好
ん
で
、
祭
り
を

支
え
る
裏
方
の
仕
事
の
大
切
さ
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
「
了
見
違
い
」
と
言
っ
て
い
る
。

イ

町
中
の
人
々
は
み
ん
な
ひ
と
一
倍
の
祭
り
好
き
だ
が
、
仕
事
を
半
端
に
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
祭
り
の
あ
り
方
や
神
輿
の
担

ぎ
方
に
文
句
が
言
え
る
。
一
生
懸
命
仕
事
を
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
文
句
が
言
え
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し

て
い
な
か
っ
た
か
ら
「
了
見
違
い
」
と
言
っ
て
い
る
。

ウ

町
中
が
祭
り
で
浮
か
れ
て
い
て
も
、
黙
っ
て
自
分
の
仕
事
を
し
続
け
て
い
る
人
や
、
休
み
も
取
ら
ず
仕
事
を
片
付
け
、
そ
の

上
で
神
輿
を
担
ご
う
と
し
て
い
る
人
が
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
自
分
は
神
輿
を
担
ぐ
こ
と
に
ば
か
り
気
を
取
ら
れ
、
仕
事
を

放
り
出
し
て
い
た
。
そ
の
わ
き
ま
え
の
な
さ
を
「
了
見
違
い
」
と
言
っ
て
い
る
。

エ

本
祭
の
神
輿
を
担
ぐ
た
め
に
は
、
夜
鍋
仕
事
を
し
た
り
、
休
み
を
と
ら
ず
に
仕
事
を
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の

人
々
が
ど
ん
な
に
精
進
し
て
神
様
が
乗
る
神
輿
を
担
い
で
い
る
か
を
知
り
、
そ
の
厳
し
い
し
き
た
り
に
圧
倒
さ
れ
、
自
分
の

甘
さ
を
痛
感
し
た
。
そ
の
身
の
程
知
ら
ず
を
「
了
見
違
い
」
と
言
っ
て
い
る
。

オ

祭
り
や
神
輿
担
ぎ
は
非
日
常
で
あ
り
、
そ
の
非
日
常
を
楽
し
む
た
め
に
日
常
の
暮
ら
し
が
あ
る
。
日
常
で
最
も
大
切
に
す
べ

き
は
家
族
で
あ
る
が
、
自
分
は
家
族
の
幸
せ
を
顧
み
る
こ
と
な
く
負
担
だ
け
強
い
て
、
非
日
常
を
追
い
求
め
る
自
分
を
支
え

る
の
が
家
族
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
勘
違
い
を
「
了
見
違
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
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三
次
の
文
章
は
、
「
世

心

つ
け
る
女
」
が
「
な
ん
と
か
し
て
情
け
の
深
い
男
に
逢
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
も
の
だ
」
と

(

注
１)

よ

ご
こ
ろ

こ
い
ね
が
う
場
面
か
ら
始
ま
る
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

む
か
し
、
世
心
つ
け
る
女
、
い
か
で
心
な
さ
け
あ
ら
む
男
に
あ
ひ
得
て
し
が
な
と
思
へ
ど
、
い
ひ
い
で
む
も
た
よ
り
な
さ
に
、
①
ま

こ
と
な
ら
ぬ
夢
が
た
り
を
す
。
子
三
人
を
呼
び
て
語
り
け
り
。
ふ
た
り
の
子
は
、
な
さ
け
な
く
い
ら
へ
て
や
み
ぬ
。
三
郎
な
り
け
る
子
な

（
注
２
）

み

た
り

さ
ぶ
ら
う

む
、
「
よ
き
御
男
ぞ
い
で
来
む
」
と
あ
は
す
る
に
、
こ
の
女
、
②
け
し
き
い
と
よ
し
。
③
こ
と
人
は
い
と
な
さ
け
な
し
、
い
か
で
こ
の

こ

（
注
３
）

在
五

中

将

に
あ
は
せ
て
し
が
な
と
思
ふ
心
あ
り
。
狩
し
歩
き
け
る
に
い
き
あ
ひ
て
、
道
に
て
馬
の
口
を
と
り
て
、
④
「
か
う
か
う

(

注
４)

ざ
い

ご

ち
ゆ
う
じ
や
う

か
り

あ
り

な
む
思
ふ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
あ
は
れ
が
り
て
、
来
て
寝
に
け
り
。
さ
て
の
ち
、
男
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
女
、
男
の
家
に
い
き
て
か
い
ま

ね

み
け
る
を
、
男
ほ
の
か
に
見
て
、

百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
わ
れ
を
恋
ふ
ら
し
お
も
か
げ
に
見
ゆ

(

注
５)

も
も
と
せ

ひ
と
と
せ

と
て
、
い
で
立
つ
け
し
き
を
見
て
、
う
ば
ら
、
か
ら
た
ち
に
か
か
り
て
、
家
に
き
て
う
ち
ふ
せ
り
。
男
、
か
の
女
の
せ
し
や
う
に
、
忍
び

（
注
６
）

て
立
て
り
て
見
れ
ば
、
女
嘆
き
て
寝
と
て
、

ぬ

さ
む
し
ろ
に

衣

か
た
し
き
今
宵
も
や
⑤
恋
し
き
人
に
あ
は
で
の
み
寝
む

こ
ろ
も

こ

よ
ひ

ね

と
よ
み
け
る
を
、
男
、
あ
は
れ
と
思
ひ
て
、
そ
の
夜
は
寝
に
け
り
。
世
の
中
の
例
と
し
て
、
思
ふ
を
ば
思
ひ
、
思
は
ぬ
を
ば
思
は
ぬ
も
の

よ

ね

を
、
こ
の
人
は
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も
、
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
な
む
あ
り
け
る
。

（
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
に
よ
る
）
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（
注
１
）

世
心

異
性
を
恋
う
心
。

（
注
２
）

夢
が
た
り

見
た
夢
を
語
る
こ
と
。
そ
の
夢
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
人
に
解
釈
さ
せ
る
た
め
に
す
る
。

（
注
３
）

あ
は
す
る

夢
解
き
を
す
る
。

（
注
４
）

在
五
中
将

在
原

業

平
の
こ
と
。
当
時
、
屈
指
の
風
流
貴
公
子
で
有
名
で
あ
っ
た
。

あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら

（
注
５
）

百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪

「
ひ
ど
く
年
を
と
っ
た
お
ば
あ
さ
ん
」
を
表
す
。

（
注
６
）

う
ば
ら
、
か
ら
た
ち
に
か
か
り
て

「
う
ば
ら
」
「
か
ら
た
ち
」
は
、
と
も
に
と
げ
が
多
い
植
物
。
そ
れ
ら
に
引
っ
か
か
る

の
も
か
ま
わ
ず
に
、
の
意
。

問
１

線
部
①
「
ま
こ
と
な
ら
ぬ
夢
が
た
り
を
す
」
と
あ
る
が
、
女
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の

を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

願
い
を
か
な
え
る
た
め
に
自
分
の
思
い
を
周
囲
に
告
げ
た
か
っ
た
が
、
言
い
出
す
き
っ
か
け
が
な
か
っ
た
か
ら
。

イ

周
囲
に
情
け
の
深
い
男
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
せ
め
て
夢
の
中
で
理
想
の
男
性
像
を
作
り
た
か
っ
た
か
ら
。

ウ

夢
の
中
で
さ
え
、
思
う
よ
う
な
情
け
の
深
い
男
に
逢
う
こ
と
が
で
き
ず
、
自
暴
自
棄
に
な
っ
た
か
ら
。

エ

自
分
の
思
い
を
周
囲
に
告
げ
た
も
の
の
頼
り
に
な
ら
ず
、
夢
の
お
告
げ
の
体
を
取
ろ
う
と
し
た
か
ら
。

て
い

オ

夢
で
見
た
、
情
け
の
深
い
男
と
逢
う
方
法
は
信
用
な
ら
ず
、
周
囲
に
改
め
て
尋
ね
よ
う
と
し
た
か
ら
。

問
２

線
部
②
「
け
し
き
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

計
画

イ

機
嫌

ウ

都
合

エ

風
景

オ

容
貌
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問
３

線
部
③
「
こ
と
人
は
い
と
な
さ
け
な
し
」
と
は
「
三
郎
」
の
思
い
で
あ
る
が
、
そ
の
思
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も

適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

兄
二
人
は
と
て
も
薄
情
で
、
自
分
だ
け
が
人
情
に
厚
い
。

イ

世
の
人
は
無
粋
で
、
在
五
中
将
こ
そ
が
最
も
情
け
深
い
人
だ
。

ウ

実
の
子
で
あ
ろ
う
と
他
人
で
あ
ろ
う
と
、
風
情
を
解
さ
な
い
。

エ

自
分
の
母
は
、
世
の
女
た
ち
と
違
っ
て
恋
愛
の
機
微
が
分
か
る
。

オ

あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
中
で
、
人
間
は
特
に
つ
れ
な
い
も
の
だ
。

問
４

線
部
④
「
『
か
う
か
う
な
む
思
ふ
』
と
い
ひ
け
れ
ば
」
と
あ
る
が
、
誰
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の

説
明
で
あ
る
次
の
文
の
空
欄
に
適
当
な
言
葉
を
入
れ
よ
。
た
だ
し
Ａ
は
、
最
も
適
当
な
も
の
を
後
の
選
択
肢
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
よ
。Ａ

に
、

Ｂ

と
言
っ
て
い
る
。

ア

世
心
つ
け
る
女

イ

三
郎

ウ

ふ
た
り
の
兄

エ

在
五
中
将
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問
５

線
部
⑤
「
恋
し
き
人
に
あ
は
で
の
み
寝
む
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

恋
し
い
男
と
気
が
あ
わ
な
く
て
も
、
平
気
で
寝
る
の
だ
ろ
う
。

イ

恋
し
い
男
に
逢
っ
た
興
奮
で
寝
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

ウ

恋
し
い
男
に
逢
わ
な
い
で
一
人
で
寝
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

エ

恋
し
い
男
に
ぴ
っ
た
り
と
寄
り
添
っ
て
寝
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

オ

恋
し
い
男
に
不
似
合
い
な
ま
ま
で
寝
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

問
６

こ
の
文
章
で
「
在
五
中
将
」
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
よ
。

ア

自
分
の
中
で
は
恋
愛
の
対
象
か
ど
う
か
の
一
線
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
人
に
は
見
せ
な
い
気
遣
い
の
で
き
る
人
物
。

イ

自
分
を
慕
う
女
の
悪
口
を
平
気
で
言
え
る
割
に
は
、
す
ぐ
に
切
り
替
え
が
で
き
る
器
用
な
人
物
。

ウ

熱
意
に
ほ
だ
さ
れ
れ
ば
、
好
き
な
女
で
な
く
て
も
拒
絶
を
す
る
こ
と
が
な
い
優
し
い
人
物
。

エ

ど
ん
な
女
で
も
差
別
せ
ず
恋
愛
の
対
象
と
で
き
る
ば
か
り
か
、
人
の
情
に
心
が
動
く
、
当
時
の
理
想
的
な
人
物
。

オ

恋
愛
が
か
ら
む
と
、
相
手
が
誰
で
あ
ろ
う
と
際
限
な
く
前
に
進
も
う
と
す
る
積
極
的
な
人
物
。

問
７

『
伊
勢
物
語
』
は
、
平
安
時
代
の
作
品
で
あ
る
が
、
最
も
成
立
時
期
が
近
い
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
よ
。

ア

万
葉
集

イ

竹
取
物
語

ウ

平
家
物
語

エ

徒
然
草

オ

お
く
の
ほ
そ
道




