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京
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櫛

「
十
三
や
」
五
代
目

竹
内
伸
一
氏
に
聞
く

(
大
学
喜
文
化
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
授
)

(
印
年
大
学
工
学
部
機
械
工
学
第
二
学
科
卒
茜

中
国
影
響
下
に
育
っ
た
、
日
本
の
櫛
文
化

銭
黄
楊
今
げ
)
の
櫛
は
昔
か
ら
中
国
の
女
性
に
広
く
親
し
ま
れ
て

き
ま
し
た
古
代
か
ら
精
巧
な
も
の
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
櫛
に

も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

竹
内
櫛
に
関
わ
ら
ず
日
本
文
化
は
、
古
代
か
ら
中
国
文
化
の
影
響
を
色

濃
く
受
け
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
こ
の
竹
製
の
髪
の
汚
れ
を
取
る
櫛
は
、

週
唐
使
の
時
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
;
唐
櫛
と
呼
ぱ
れ
て
ぃ
ま
す
。

現
在
、
日
本
で
唐
櫛
を
つ
く
れ
る
人
は
な
く
、
店
に
あ
る
の
は
す
べ
て
中

国
製
で
す

銭
懐
か
し
い
で
す
ね
。
私
は
中
国
の
上
海
出
身
で
す
が
、
こ
う
い
う
の

き
き
て錢

鵬
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を
私
の
祖
母
も
持
っ
て
い
ま
し
た
櫛
の
雫
、
中
国
で
は
こ
れ
を
0
ビ

ー
ズ
0
 
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

竹
内
古
代
の
櫛
は
、
縦
櫛
で
歯
の
部
分
が
長
く
、
髪
を
と
く
た
め
だ
け

で
な
く
、
ヘ
ア
ヒ
ン
と
櫛
の
二
っ
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
日
本
で
は
、
縄
文
時
代
の
竹
製
の
櫛
が
最
古
の
櫛
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
奈
良
時
代
に
な
る
と
中
国
の
唐
か
ら
の
こ
ぎ
り
で
ひ
い
た
唐
風
の

横
櫛
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
『
万
幕
木
に
泳
ま
れ
た
「
黄
楊
の
小
櫛
」
は
黄

楊
製
の
横
櫛
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
平
城
宮
跡
か
ら
柞
(
い
す
)
製
の

櫛
の
ほ
か
に
黄
衡
*
の
櫛
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
こ
れ
ら
の
櫛
の
杉
は
、

今
日
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
で
す
ね
。

錢
櫛
や
髪
飾
り
に
は
、
い
ろ
ん
な
種
類
が
あ
り
ま
す
ね
。
中
国
の
場
合
、

髪
飾
り
に
は
智
(
か
ん
ざ
し
)
、
笄
(
こ
う
が
い
)
、
挿
頭
花
(
か
ざ
し
)
、

な
ど
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
髪
飾
り
用
の
櫛
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
髮
飾
り
用
の
櫛
は
日
本
独
特
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。

竹
内
櫛
の
種
類
に
は
、
結
髪
を
ほ
ぐ
し
、
解
く
の
に
使
用
す
る
大
型
で

粗
口
の
「
解
櫛
(
と
き
ぐ
し
)
」
、
髪
に
つ
い
た
垢
や
塵
な
ど
を
す
き
取
る

歯
倫
ま
っ
た
「
梳
櫛
(
す
き
ぐ
し
)
L
、
髪
止
め
や
髪
飾
り
に
用
い
る
「
挿

櫛
(
さ
し
ぐ
し
)
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
日
本
運
飾
り
と
し
て
特
に
使
わ

れ
出
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
か
ら
と
一
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
に

も
挿
櫛
は
あ
り
ま
し
た
。
奈
良
時
代
に
は
、
大
陸
の
唐
か
ら
唐
風
他
女
が

伝
わ
っ
た
よ
う
で
、
『
万
葉
集
に
も
結
髪
に
関
係
の
深
い
繁
出
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
や
が
て
廃
れ
、
平
安
・
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
、
古
代
か

ら
の
結
髪
か
ら
垂
髪
の
時
代
に
な
り
、
髪
に
直
接
櫛
・
箸
を
挿
す
こ
と
が

無
く
な
っ
て
ぃ
き
ま
す
。
長
く
垂
れ
た
里
髪
そ
の
も
の
が
美
し
い
と
さ
れ

た
ん
で
す
ね
こ
の
時
代
の
遺
品
に
は
梳
禦
多
い
。
そ
れ
が
、
江
戸
時

代
に
入
っ
て
結
髪
の
形
が
だ
ん
だ
ん
と
一
般
」
庶
民
に
も
流
行
し
て
、
日
本

独
自
の
挿
櫛
が
で
き
て
き
た
ん
で
す
。

銭
時
代
と
と
も
に
、
変
化
し
て
き
て
い
る
の
で
す
ね
。
京
都
と
そ
の
他

の
地
域
の
櫛
の
問
に
相
違
点
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

竹
内
京
都
と
江
戸
の
櫛
の
形
は
違
い
ま
す
。
奈
良
時
代
の
櫛
に
近
い
全

体
的
に
丸
味
を
お
び
た
櫛
が
京
櫛
で
す
。
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
日
本
髪

が
と
か
し
や
す
ぃ
形
の
櫛
を
,
鬢
櫛
(
び
ん
ぐ
し
)
0
 
と
叩
い
、
特
に
江
戸

で
発
達
し
て
き
た
櫛
の
片
端
が
と
が
っ
た
も
の
を
,
東
形
0
 
と
剛
い
ま
す
。

鬢
櫛
の
,
び
ん
0
 
は
;
べ
っ
ぴ
ん
0
 
の
,
ぴ
ん
"
が
変
化
し
た
も
の
と
 
U

わ
れ
て
い
ま
す
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錢
京
都
で
伝
統
の
技
を
引
き
継
い
で
櫛
を
つ
く
っ
て
ぃ
る
の
は
、
竹
内

さ
ん
お
一
人
で
す
か
。

竹
内
叔
父
な
ど
親
戚
の
者
と
い
っ
し
ょ
に
家
内
工
業
で
櫛
を
つ
く
っ
て

い
ま
す
の
で
、
厳
密
に
言
う
と
一
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

錢
手
づ
く
り
の
店
は
京
都
で
「
十
三
や
」
さ
ん
だ
け
で
す
ね
。
全
国
的

に
み
て
も
か
な
り
稀
な
の
で
は
。

竹
内
関
西
国
際
空
港
の
近
く
の
貝
塚
市
や
和
泉
市
に
も
櫛
の
歴
史
が
あ

つ
て
、
か
っ
て
は
貿
易
で
栄
え
、
櫛
職
人
も
多
か
っ
た
と
園
い
ま
す
。
今

で
も
泉
南
が
櫛
生
産
の
大
き
な
シ
エ
ア
を
占
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
他

の
地
域
で
は
、
東
京
に
一
店
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す

銭
海
外
か
ら
の
注
文
が
獅
い
込
む
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
か
。

竹
内
そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
[
小
都
で
口
い
ま
す
と
、
舞
妓
さ
ん
の
髪

結
い
さ
ん
や
歌
獅
伎
の
南
座
の
床
山
さ
ん
、
そ
の
ほ
か
、
京
人
形
の
結
髪

用
や
西
陣
織
の
綴
今
づ
れ
)
織
の
横
糸
を
整
え
る
た
め
の
櫛
の
注
文
を

受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

櫛
の
歯
は
、
手
づ
く
り
に
こ
だ
わ
る

錢
黄
楊
櫛
の
黄
楊
は
、
ど
ち
ら
の
も
の
を
お
使
い
で
す
か

竹
内
黄
楊
は
、
材
質
が
硬
く
木
国
が
細
か
い
た
め
古
く
か
ら
櫛
材
と
し

て
、
ま
た
版
木
や
印
材
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
き
ま
し
た
現
在
十
や
」

で
使
っ
て
い
る
の
は
、
九
州
南
部
の
院
摩
半
島
の
指
宿
に
あ
轟
摩
黄
楊

で
す
。
山
に
白
然
に
繁
殖
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
農
家
の
人
が
、
織

を
与
え
て
擬
と
同
じ
よ
う
に
丹
燮
め
て
育
て
て
お
り
、
一
本
数
十
万

円
も
し
ま
す
征
年
九
月
の
"
裳
期
に
根
を
付
け
た
ま
ま
、
約
四
メ
ー
ト

ル
の
黄
楊
を
わ
ら
で
巻
い
て
、
昔
は
貨
物
列
車
で
、
今
は
車
で
京
都
ま
で

運
ん
で
も
ら
い
、
真
ん
中
の
芯
を
く
り
抜
い
て
製
材
し
ま
す
。
現
地
五

材
し
て
し
ま
う
と
途
中
で
乾
燥
し
て
材
に
ひ
び
が
入
り
、
使
い
物
に
な
ら

な
く
な
る
の
で
す
。

銭
中
国
に
も
黄
楊
が
あ
り
ま
す
が
、
ほ
か
の
地
域
倫
楊
と
日
本
の
も

の
と
は
や
は
り
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

竹
内
材
質
が
違
い
ま
す
ね
た
と
え
ば
タ
イ
産
の
黄
楊
は
、
材
質
が
硬

く
ね
ぱ
り
が
あ
り
、
値
段
が
安
い
の
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
東

南
ア
ジ
ア
は
気
候
が
暖
か
く
、
木
の
発
育
が
早
い
た
め
、
だ
い
た
い
樹
齢

十
五
年
が
適
し
て
い
ま
す
が
、
隆
摩
黄
楊
で
す
と
、
樹
齢
三
十
年
く
ら
い

の
も
の
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
以
上
の
樹
齢
に
な
り
ま
す
と
、

樹
皮
か
ら
の
シ
ミ
な
ど
が
多
く
な
り
、
櫛
づ
く
り
に
は
適
さ
な
く
な
り
ま

す
。銭

製
材
し
て
か
ら
ど
の
く
ら
い
寝
か
す
の
で
す
か
。

竹
内
ま
ず
製
材
し
た
板
は
、
天
日
で
乾
讐
せ
ま
す
。
次
に
変
形
し
な

一
"

竹内伸一さん



い
よ
う
に
宋
ね
て
し
っ
か
り
縛
り
、
朝
夕
日
問
に
わ
た
っ
て
い
ぶ
し
ま

す
そ
う
し
ま
す
と
M
楊
材
の
樹
脂
分
か
囲
ま
り
、
地
質
が
締
ま
っ
て
ひ

ず
み
奮
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
後
さ
ら
に
十
数
圷
寝
か
せ
ま
す

錢
一
む
迷
く
な
る
よ
う
な
年
月
で
す
ね
。
結
局
、
櫛
の
材
料
と
し
て
使

え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
木
の
成
長
期
闇
も
入
れ
る
と
、
五
十
年
以
ヒ
か

か
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
中
国
で
も
、
家
を
つ
く
る
時
は
木
材
を
,
取
低

十
年
以
上
寝
か
さ
な
い
と
だ
め
だ
と
暴
ま
す
か
ら
、
精
緻
な
櫛
を
つ
く

る
と
な
る
と
そ
れ
だ
け
の
年
月
を
要
す
る
の
で
す
ね

竹
内
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
ね
こ
の
よ
う
に
十
数
年
寝
か
せ
会
楊

で
、
い
よ
い
よ
櫛
を
つ
く
る
わ
け
で
す
が
、
京
丸
形
の
櫛
の
場
合
で
す
と
、

ま
ず
櫛
倫
を
一
本
ず
つ
の
こ
ぎ
り
で
ひ
い
て
い
き
ま
す
そ
し
て
で
き

た
歯
を
今
度
は
や
す
り
で
研
磨
し
、
櫛
の
両
端
を
切
り
揃
え
ま
す
。
一
方
、

櫛
の
背
の
部
分
は
、
手
罰
染
む
よ
う
に
カ
ン
ナ
で
精
妙
に
削
っ
た
後
、

木
賊
(
と
く
さ
)
と
い
う
も
の
を
貼
り
付
け
た
板
木
賊
で
櫛
の
全
而
を
研

磨
し
ま
す
。
そ
の
後
水
で
湿
ら
せ
た
椋
(
む
く
)
の
菓
で
全
而
を
磨
き

上
げ
、
さ
ら
に
綜
欄
(
し
ゅ
ろ
)
の
毛
を
束
ね
た
も
の
で
磨
き
上
げ
て
で

き
上
が
り
で
す
。
こ
う
し
た
工
程
で
つ
く
れ
る
櫛
の
数
は
、
よ
く
頑
張
っ

て
日
数
本
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

銭
や
は
り
、
で
き
映
え
の
良
し
恕
し
は
出
て
き
ま
す
か

竹
内
ど
う
し
て
も
出
て
き
ま
す
ね
良
無
し
は
、
櫛
倫
を
本
ず

つ
の
こ
ぎ
り
で
ひ
い
て
い
く
時
、
歯
の
問
隔
が
均
等
に
並
ぶ
か
ど
う
か
に

か
か
っ
て
い
て
、
い
か
に
均
な
櫛
倒
を
つ
く
る
か
が
職
人
の
腕
の
見
せ

)も

所
と
い
っ
て
も
過
.
巨
は
あ
り
ま
せ
ん
。

^
^
内
・
家
の
家
訓
に
「
、
^
で
^
く
な
、
手
で
挽
く
な
。
闇
^
に
縮
が
降

る
が
如
く
」
と
あ
る
そ
う
で
す
が
、
精
御
状
態
に
ょ
っ
て
、
向
く
Π
、

向

か
な
い
日
は
あ
り
ま
す
か
。

竹
内
い
つ
も
無
心
で
ひ
く
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
難

)し

し
い
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
て
、
集
中
で
き
な
い
日
が
ど
う
し
て
も

出
て
き
ま
す
。
そ
ん
な
時
は
無
理
条
中
し
よ
う
と
試
み
ず
、
の
こ
ぎ
り

で
歯
を
立
て
て
い
く
よ
う
な
屯
要
な
一
古
は
避
け
て
、
ま
ず
倫
妥
作

業
な
ど
を
し
て
心
を
静
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す

錢
竹
内
さ
ん
は
、
王
添
機
械
王
萪
の
ご
出
身
で
す
が
、
仏
統
工
芸

の
中
に
も
機
械
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
う
お
考
え
で
す

イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
●
京
?
け
櫛
「
十
三
や
」
五
代
目
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)力竹
内
仏
統
工
芸
と
い
ぇ
ど
も
、
機
械
化
の
波
は
避
け
て
通
れ
な
い
と
思

ま
す
。
私
自
身
も
、
以
前
は
輪
切
り
に
す
ろ
の
に
人
き
な
の
こ
ぎ
り
で

い切
っ
て
い
た
も
の
も
今
は
電
動
の
こ
ぎ
り
で
切
っ
て
い
ま
す
。

銭
伝
統
工
芸
の
職
人
の
方
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
ガ
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
お
聞
き
し
ま
し
た
全
行
稗
を
千
作
業
で
す
る
人
が
い
れ
ば
、

工
程
の
中
で
肝
心
な
部
分
だ
け
を
伝
統
の
技
法
を
用
い
る
人
も
い
る
。

せ人」」

錢鴎さん



ゞ
ン
§

竹
内
私
は
後
者
の
方
で
す
ね
機
械
で
で
き
る
と
こ
ろ
は
で
き
る
だ
け

機
械
を
使
っ
て
い
き
た
い
。
年
々
体
力
も
落
ち
て
い
く
こ
と
で
す
し
(
笑
)

製
材
と
い
う
の
は
結
構
力
が
い
る
も
の
で
、
機
械
を
利
用
す
る
と
短
時
問

で
、
し
か
も
楽
に
作
業
が
進
み
ま
す
。

銭
ご
自
身
の
手
で
行
う
場
合
と
、
機
械
を
用
い
る
場
合
の
差
が
で
る
の

は
ど
ん
な
ケ
ー
ス
で
す
か
。

竹
内
木
と
い
う
の
は
、
年
輪
や
木
日
に
ょ
っ
て
、
硬
い
部
分
と
柔
ら
か

い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
機
械
に
は
、
や
は
り
そ
の
郷
な
差
異
憲
じ
ら

れ
な
い
。
一
方
、
自
分
の
手
で
ひ
い
て
い
る
と
木
の
硬
さ
の
変
化
が
微
妙

で
す
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
違
い
を
感
じ
な
が
ら
ひ
い
た
歯
の
方
が
、

機
械
で
ひ
い
た
も
の
よ
り
均
符
で

は
優
れ
て
い
ま
す
。

銭
な
る
ほ
ど
し
か
し
、
現
代
人

は
教
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
な
か
な

か
そ
の
細
や
か
な
良
さ
の
見
分
け
が

で
き
な
い
の
で
は

竹
内
私
も
そ
こ
ま
で
違
い
を
追
求

し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
時
々
迷

い
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、

^
づ
く
り
に
こ
だ
わ
る
姿
^
だ
け
は

持
ち
続
け
て
い
た
い
も
の
で
す
。

大
学
時
代
は
、
航
空
部
で

グ
ラ
イ
ダ
ー
を
飛
ば
し
て
い
た

銭
大
学
卒
業
後
東
京
の
大
手
ス

へ
お
勤
め
の
と
こ
ろ
、
お
父
様
に
懇
願
さ
れ
て
家
業
を
お
継
ぎ
に

ノ

な
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

竹
内
男
兄
弟
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
「
頼
む
か
ら
、
継
い
で
く
れ
」
と

(
笑
)
。
そ
の
父
も
十
年
後
に
他
界
し
、
三
十
七
歳
で
五
代
目
を
継
ぎ
ま
し

た
。錢

竹
内
さ
ん
に
は
、
後
継
者
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か

竹
内
息
子
は
い
ま
す
が
ど
う
な
る
の
か
な
あ
(
笑
)
長
男
は
、
中
学
生

に
な
っ
た
ば
か
り
で
す
し
、
次
男
は
ま
だ
小
学
校
の
五
年
生
で
す

錢
や
は
り
後
を
継
い
で
欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
す
か

竹
内
で
き
る
こ
と
な
ら
自
然
に
継
い
で
も
ら
い
た
い
で
す
親
が
泣
き

石

ー
ー
'
ー
ー
ー
ー
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つ
い
た
り
、
無
理
に
継
が
せ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
け
避
け
た
い
も

の
で
す
(
笑
)
。

錢
も
し
娘
さ
ん
が
い
た
ら
、
ど
う
さ
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。

竹
内
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
私
の
妹
は
全
然
興
味
を
も
っ
て
い
な
か

つ
た
よ
う
で
す
し
、
親
も
勧
め
ま
せ
ん
で
し
た
櫛
職
人
に
あ
ま
り
女
性

は
い
な
い
と
思
い
ま
す
そ
れ
は
、
櫛
づ
く
り
に
は
力
仕
事
が
多
か
っ
た

か
ら
で
、
機
械
化
が
進
む
と
そ
れ
も
変
わ
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

錢
現
代
中
国
は
、
改
革
艘
政
策
で
新
し
い
技
術
を
積
雋
に
取
り
入

れ
て
い
ま
す
竹
内
さ
ん
の
よ
う
に
機
械
幸
の
技
術
を
持
ち
な
が
ら
、

仏
統
工
芸
の
縦
業
を
継
ぐ
こ
と
は
、
現
代
の
中
国
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

竹
内
父
の
時
代
く
ら
い
ま
で
は
、
物
心
が
つ
い
た
時
か
ら
日
で
覚
え
体

で
覚
え
て
い
た
だ
か
ら
「
大
学
な
ん
か
行
っ
て
い
た
ら
、
仕
事
は
で
き

な
い
」
と
い
う
の
が
父
の
考
え
方
で
し
た
。

錢
で
も
竹
内
さ
ん
向
身
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
。
卓
部
で
学
ん
だ
こ

と
が
何
ら
か
の
形
で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
。

竹
内
一
っ
役
に
立
っ
た
と
い
ぇ
ば
、
大
学
五
図
を
描
い
た
り
、
旋
盤

を
使
う
実
習
を
し
て
い
た
の
で
、
櫛
の
掃
除
用
の
ク
リ
ー
ナ
ー
の
図
面
は

自
分
で
拙
い
て
メ
ー
カ
ー
に
発
注
し
て
い
ま
す
。

錢
大
学
時
代
の
番
の
思
い
出
は
。

竹
内
勉
強
は
あ
ま
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
航
空
部
に
人
っ
て
ぃ
た
の

で
、
グ
ラ
イ
ダ
ー
で
飛
ぶ
こ
と
に
ひ
た
す
ら
蛾
一
を
注
い
で
い
ま
し
た

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
大
変
で
し
た
が
、
本
当
に
楽
し
か
っ
た
。

細
く
長
く
櫛
の
良
さ
を
伝
え

守
っ
て
い
き
た
い

銭
日
本
の
若
者
は
、
大
抵
ブ
ラ
シ
を
使
っ
て
い
ま

す
ね
。
黄
楊
な
ど
の
木
製
櫛
と
ブ
ラ
シ
の
違
い
を
挙

げ
る
と
す
れ
ば
ど
う
で
し
ょ
う
。

竹
内
黄
楊
の
櫛
は
、
ブ
ラ
シ
と
違
っ
て
静
電
気
が

起
き
ま
せ
ん
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
風
の
プ
ラ
シ
は
石
油

を
化
学
的
に
処
理
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
木

の
櫛
は
天
然
木
の
ま
ま
使
え
る
の
で
環
境
負
荷
は
少

な
く
て
す
み
ま
す
。
ま
た
、
木
の
櫛
は
地
肌
に
届
い

て
痛
い
反
血
マ
ッ
サ
ー
ジ
効
果
や
育
毛
効
果
が
あ

り
、
毛
髪
の
健
康
と
い
う
点
で
優
れ
て
い
る
と
園
え

ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
●
京
っ
げ
櫛
「
十
三
や
」
五
代
目
竹
内
伸
一

氏
に
聞
く
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銭
中
国
で
も
、
木
や

甲
類
な
ど
の
櫛
を
、
毎

日
三
百
回
く
ら
い
頭
皮

に
あ
て
て
と
く
と
、
育

毛
に
い
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
今
で
も
太
極

拳
と
同
じ
ぐ
ら
い
実
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に

中
年
の
男
性
の
間
で
、

人
気
が
あ
る
よ
う
で
す

(
笑
)
。

竹
内
私
も
で
き
る
だ

け
、
そ
の
効
能
を
お
客

様
に
伝
え
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

銭
現
代
社
会
に
お
い

て
、
伝
統
文
化
は
人
き
な
栄
養
素
と
い
う
べ
き
側
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。

仏
統
を
し
っ
か
り
継
承
す
る
方
で
、
現
代
生
活
の
中
で
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
生
か
し
て
い
く
か
を
考
え
る
。
例
え
ば
、
私
は
本
を
読
む
時
に
、
髮

止
め
と
し
て
カ
チ
ユ
ー
シ
ャ
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
代
わ
り
に
髪
止
め
用

の
禦
あ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
伝
統
と
現
代
の
接
点
に
つ
い
て
、
竹
内
さ

ん
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う

竹
内
櫛
の
歴
史
は
何
万
年
前
の
旧
右
器
時
代
に
遡
り
ま
す
。
今
の
櫛
の

形
に
な
っ
て
か
ら
千
年
以
上
が
経
ち
、
今
後
も
無
く
な
る
こ
と
は
ま
ず
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
そ
の
櫛
の
文
化
を
細
く
長
く
、
伝
え
て
い
く
こ
と
は
大

切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昔
の
人
々
稀
を
髪
止
め
と
し
て
も
使
っ
て
い

た
よ
う
に
、
現
代
に
△
口
う
櫛
の
使
い
力
を
繋
九
し
て
み
る
の
も
画
白
い
試

み
で
す
。
も
し
塒
問
が
許
せ
ば
、
李
コ
え
て
み
た
い
で
す
ね
。

銭
二
十
年
に
一
同
行
わ
れ
る
伊
勢
神
寓
の
遷
宮
の
御
神
宝
の
一
っ
に
櫛

筐
(
く
し
ば
こ
)
が
あ
り
ま
す
竹
内
家
で
は
代
々
そ
の
櫛
づ
く
り
を
担

当
さ
れ
て
き
た
と
伺
い
ま
し
た
が

竹
内
十
三
や
」
の
歴
史
は
百
十
六
年
、
そ
の
な
か
で
、
今
ま
で
三

回
櫛
筐
畢
納
し
て
き
ま
し
た
第
次
川
界
大
戦
後
の
昭
和
ニ
ト
ハ
年

頃
と
、
昭
和
四
十
八
年
頃
で
す
取
近
で
は
、
平
成
五
年
に
納
め
て
い
ま

す
が
、
父
は
、
「
最
初
に
納
め
た
櫛
は
で
き
が
惡
く
、
恥
ず
か
し
か
っ
た
」

と
同
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
「
年
月
が
経
る
と
、
つ
く
っ
た
当
時
は
正
確
な
歯

も
狂
っ
て
く
る
。
な
ぜ
こ
ん
な
風
に
歯
が
狂
っ
て
く
る
の
か
そ
の
原
因
を

十
劾
に
考
え
た
し
と
語
っ
て
、
素
材
選
び
が
い
か
に
大
切
か
を
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。
古
い
櫛
は
、
伊
勢
神
宮
の
希
館
で
ご
覧
い
た
だ
け
る
の
で
、

度
覗
い
て
み
て
く
だ
さ
い

銭
今
度
は
竹
内
さ
ん
が
奉
納
さ
れ
る
番
で
す
ね
素
材
の
選
択
は
進

ん
で
い
る
の
で
す
か

竹
内
平
成
十
五
年
の
予
定
で
す
か
ら
、
十
年
も
先
の
曹
な
り
ま

す
。
そ
の
頃
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
(
笑
)

銭
中
国
も
古
い
歴
史
と
伝
統
を
持
っ
国
で
す
改
革
開
放
で
新
し
い
も

の
に
目
が
向
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
人
々
は
伝
統
工
芸
品
が
大
好
き

で
、
お
祝
い
や
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
は
伝
統
工
芸
品
を
贈
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ

う
で
す
。
竹
内
さ
ん
の
櫛
の
よ
う
な
日
本
の
伝
統
工
芸
も
、
ぜ
ひ
中
国
に

ご
紹
介
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

全
0
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