
｢ガ
ラ
ス
戸
｣
か
ら
の
写
生

-

一
つ
の
子
規
試
論

｢

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣

や
や
唐
突
で
あ
る
が
､日
本
に
お
け
る
本
格
的
な

｢板
ガ
ラ
ス
｣

の
生
産
は
､
明
治
四
十
年

(
一
九
〇
七
)､
岩
崎
俊
弥
に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
た
旭
硝
子
株
式
会
社
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
う

(小
学
館

『
日
本
大
百
科
全
書
』
､
講
談
社

『
日
本
人
名
大
辞
典
』

参
照
)
｡
た
だ
し
､
技
術
の
未
熟
さ
な
ど
か
ら
､
値
段
は
高
価
で

あ
っ
た
と
い
う
(小
学
館
『明
治
時
代
館
』
参
照
)
｡
正
岡
子
規
が
､

数
え
年
三
十
六
歳
で
没
し
た
の
は
､
明
治
三
十
五
年

(
一
九
〇
二
)

の
こ
と
｡

明
治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)
十
二
月
十

一
日
付
の
高
浜
虚
子

宛
子
規
書
簡
の
一
節
に
次
の
文
言
が
見
え
る
.

す
で

硝
子
窓
の
き
1
め
己

に
昨
夜
よ
り
あ
ら
は
れ
.
非
常
に
暖
か

く
候
｡
今
日
は
終
日
浴
光
､
自
ら
ガ
ラ
ス
を
拭
く
な
ど
大
機

かぷ

嫌
に
御
座
候
｡
菅
笠
を
被

っ
て
机
に
向
ふ
な
ど
､
近
来
に
な

き
活
擦
さ
に
て
､
為
に
昼
の
内
に
原
稿
を
書
き
申
候
｡

今
'
読
み
易
さ
を
考
え
て
､
筆
者
に
よ
っ
て
､
適
宜
､
句
読
点
､

濁
点
､
振
り
仮
名
等
を
施
し
た

(以
下
の
引
用
文
も
同
じ
)
｡
右

の
文
章
か
ら
推
測
す
れ
ば
､
上
根
岸
町
八
十
二
番
地
の
子
規
庵
に

復

本

一

郎

｢硝
子
窓
｣
が
設
置
さ
れ
た
の
は
､
明
治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)

はし
や

十
二
月
十
日
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
子
規
の
燥
ぎ
様
が
､
眼
前
に

髪
案
す
る
｡
河
東
碧
梧
桐
が

『
子
規
を
語
る
』
(汎
文
社
､
昭
和

九
年
二
月
刊
)
に
掲
出
す
る
子
規
庵
の

｢看
取
図
｣
に
よ
る
と
､

子
規
が
病
臥
し
て
い
た
六
畳
の

｢病
間
｣
の
南
側
に
は

｢ガ
ラ
ス

戸
四
枚
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
隣
の
八
畳
の

｢座
敷
｣
は

｢障
子

四
枚
｣､
そ
の
前
が
廊
下
と
な
っ
て
い
る
｡
｢ガ
ラ
ス
戸
四
枚
｣
が

し
っら

入
る
前
は
､
恐
ら
く
障
子
'
そ
し
て
雨
戸
が
設
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
｡
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
､
こ
の
時
期
､
ま
だ
日
本
製

の

｢板
ガ
ラ
ス
｣
は
､
な
い
｡
欧
米
産
の
高
価
な
も
の
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡

こ
の

｢硝
子
窓
｣
を
設
置
し
た
の
は
､
先
の
書
簡
の
名
宛
人
の

虚
子
｡
虚
子
は
､
大
正
四
年

(
一
九

一
五
)
五
月
に
､
子
規
を
主

人
公
と
し
て
の
伝
記
的
小
説

『柿
二
つ
』
(新
橋
堂
)
を
出
版
し

て
い
る
が
､
そ
の
中
で
子
規

(小
説
中
で
は
､
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
S
､

こしら

あ
る
い
は
N
と
表
記
さ
れ
て
い
る
)
を
し
て

｢K
が
桁
へ
て
く
れ

た
の
で
す
｡｣
(K
は
､
虚
子
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
)
と
語
ら
し
め
て
い

る
｡
『柿
二
つ
』
の
第
十

一
回
は
､
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
の
章
｡
冒
頭
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部
に
'
先
の
書
簡
が
参
照
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
左
の

1
節
が

た
る

見
え
る
｡
少
し
長
く
な
る
が
､
虚
子
の
文
章
は
､
弛

み
が
な
い
｡

味
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡あ

ら
た

今
年
の
冬
の
寒
さ
が

新

に

問
題
に
な
っ
た
時
'
K
は
､
庭

に
面
し
た
南
の
障
子
を
ガ
ラ
ス
障
子
に
替
へ
た
ら
暖
か
だ
ら

ひ

う
と
言
っ
た
｡
天
気
さ
へ
よ
け
れ
ば

一
日
日

が
当
つ
て
を
る

の
で
あ
る
か
ら
成
程
ガ
ラ
ス
障
子
に
し
た
ら
暖
か
だ
ら
う
と

彼

(筆
者
注

･
子
規
)
も
考
へ
た
｡

この
此

病
室
の
凡
て
の
物
に
不
似
合
な
手
荒
な
物
音
を
さ
せ
て

q

居
た
建
具
屋
が
四
枚
の
新
し
い
ガ
ラ
ス
障
子
を
静
め
て
帰
っ

て
行
っ
た
の
は
十
二
月
の
初
め
で
あ
っ
た
｡

今
迄
障
子
を
開
け
ね
ば
見
え
な
か
っ
た
上
野
の
山
の
枯
木

立
も
､
草
花
の
枯
れ
て
突
立
っ
て
ゐ
る
冬
枯
の
小
庭
も
手
に

取
る
や
う
に
見
え
た
｡
暖
か
い
日
光
は
予
想
以
上
に
深
く
射

よ
こた

まま

し
込
ん
で
来
て
､
病
床

に

横

は

つ
た

倭

で

日
光
浴
が
出
来

た
｡

き
ん
じ
よ

そ
の

彼
は
蒲
団
を
ガ
ラ
ス
障
子
の
近

処

迄
引
張
ら
せ
て
､
其

蒲

団
の
上
に
起
上
っ
て
､ガ
ラ
ス
の
汚
れ
た
の
を
拭
き
始
め
た
｡

｢そ
ん
な
事
を
お
し
て
又
熱
で
も
出
る
と
大
変
ぞ
な
｡｣
と

老
い
た
る
母
親
は
心
配
し
た
｡

彼
は
か
ま
は
ず
ガ
ラ
ス
を
拭
い
た
｡
余
り
日
が
よ
く
当
る

の
ぽ

の
で
彼
は
少
し
上

気

せ
て
来
た
｡
壮
健
な
時
の
楽
し
か
つ
た

すげが
さ

旅
行
の
記
念
に
何
年
か
病
室
の
柱
に
吊
し
て
置
い
た
菅

笠

を

か
ぷ

取
ら
せ
て
被

っ
た
｡

この

こ
の

此

珍
ら
し
い
機
嫌
は
い
つ
も
曇
っ
て
ゐ
る
此

一
家
内
の
空

わ
ら
ひご
ゑ

き
こ

気
を
晴
々
と
し
た
｡
親
子
三
人
揃
っ
た

笑

声

が

暫
く
の
問
聞

え
た
｡

虚
子
の
小
説
は
､
夏
目
淑
石
を
し
て

｢余
裕
が
あ
る
｣
と
言
わ

し
め
て
い
る
｡
そ
の
淑
石
の
長
文
の

｢序
｣
を
得
て
､
短
篇
小
説

集

『鶏
頭
』
(春
陽
堂
)
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
､
明
治
四
十

一
年

(
一
九
〇
八
)

1
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
以
後
､
小
説
家
と
し
て

多
く
の
佳
品
を
執
筆
し
た
虚
子
で
あ
っ
た
が
右
の

〓
即
か
ら
も
､

き
ち

虚
子
の
小
説
家
と
し
て
の
力
量
が
十
二
分
に
窺

知

し
得
る
で
あ
ろ

う
｡
子
規
の
書
簡
の
二
､
三
行
は
､
右
の
ご
と
く
丁
寧
に
形
象
化

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
の
章
の
中
に
は
､
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
に
よ
っ

て
子
規
の
一
句
が
誕
生
す
る
過
程
が
'
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
｡

はま

ガ
ラ
ス
障
子
が
行
っ
て
か
ら
二
三
日
目
の
事
で
あ
っ
た
｡

さ
し
こ

今
日
は
朝
か
ら
の
曇
り
日
和
で
､
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
射

込

ん

で
来
る
日
光
も
無
け
れ
ば
､
ガ
ラ
ス
越
に
見
る
上
野
の
森
の

こ
に
わ

色
も
小

庭

の
色
も
灰
色
の
冷
た
い
一
色
で
あ
っ
た
｡
彼

(筆

お
も

者
注

･
子
規
)
は
見
る
と
も
な
く
庭
の
面

を
見
て
ゐ
る
と
､

い
つ
の
間
に
か

一
匹
の
野
良
猫
が
長
い
尾
を
垂
ら
し
た
億
で

こ
な
た

や

隣
の
庭
か
ら
垣
根
を
潜
っ
て
此

方

へ
遣

っ
て
来
た
｡
さ
う
し

ば
ら

て
茨
や
鶏
頭
の
枯
れ
ぐ

に
突
立
っ
て
ゐ
る
花
壇
の
間
に
立

2



や
が

そ

こ

ふ
ん

っ
て
辺
り
を
見
廻
し
て
ゐ
た
が
､
躯

て
其

処

に
糞

を
し
は
じ

め
た
｡

野
良
猫
の
糞
し
て
ゐ
る
や
冬
の
庭

と
い
ふ
句
が
別
に
考
へ
る
で
も
な
し
に
出
来
た
｡
糞
を
し
て

か
な
た

し
ま
っ
た
猫
は
又
長
い
尾
を
垂
ら
し
た
僅
悠
々
と
彼

方

へ
去

っ
て
し
ま
っ
た
｡

(
野
良
猫
の
)
の

一
句
は
､
子
規
の
自
筆
句
稿

『俳
句
稿
』
の

明
治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)
の

｢冬
｣
の

｢時
候
｣
の
部
に
収

め
ら
れ
て
い
る
｡
虚
子
は
､

一
句
成
立
の
場
に
居
合
わ
せ
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
｡
虚
子
が
描
写
し
て
い
る
よ
う
に
'
病
臥
の
子
規
に

と
っ
て

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
が
あ
っ
て
こ
そ
の

｢写
生
｣
句
で
あ
ろ

う
｡
こ
れ
は
､
あ
く
ま
で
も
小
説

『柿
二
つ
』
の
中
の
文
学
化
さ

れ
た

一
シ
ー
ン
で
あ
る
が
､病
臥
の
子
規
に
と
っ
て
､
そ
し
て

｢写

し
っら

生
｣
を
唱
え
た
子
規
に
と
っ
て
､
虚
子
が
設
え
て
く
れ
た

｢ガ
ラ

ス
障
子
｣
は
'
子
規
最
晩
年
の
二
年
半
余
の
俳
句
､
短
歌
二
つ
な

が
ら
の

｢写
生
｣
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

明
治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)
十
二
月
十
四
日
付
水
落
露
石
宛

子
規
書
簡
が
､
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
か
ら
の

｢写
生
｣
俳
句
を
報
告

し
て
い
る
｡
短
い
書
簡
な
の
で
､
全
文
引
い
て
み
る
｡
露
石
は
､

明
治
五
年

(
一
八
七
二
)
大
阪
生
ま
れ
の
子
規
門
の
俳
人
｡
子
規

よ
り
五
歳
年
少
｡
明
治
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
十

一
月
､
『蕪

村
遺
稿
』
を
編
集

･
出
版
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
｡
こ

の
書
簡
時
の
露
石
の
住
所
は
､
京
都
市
三
本
樹
｡

や

御
無
沙
汰
致
候
｡
御
病
気
如
何
に
候
哉

｡
ゆ
る
く

御
保
養

可
然
候
｡
小
生
も
さ
し
た
る
事
は
無
之
候
へ
ど
も
､
今
年
は

この

ひ
ど
く
弱
り
居
候
｡
此

頃
､
病
室
の
障
子
を
ガ
ラ
ス
張
に
致

候
処
､
非
常
の
暖
気
に
て
棺
蘇
の
思
有
之
候
｡
貴
兄
も
暖
き

な
さ
る
べ
く

室
に
御
寵
り
可

被

成

候
｡
時
々
薬
境
は
必
要
に
御
座
候
｡
小

この

生
'
平
生
持
論
の
御
馳
走
論
､
此

頃
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
の
消
息
の

中
に
載
置
候
｡
御

一
覧
下
さ
れ
度
候
｡
蕪
村
恵
に
つ
き
蕪
､

くだ
さ
れ

あ
りがたく

御
送
被

下

候
由
､
難

有

奉
存
候
､
今
年
は
､
蕪
村
意
の
写

たき

真
と
り
度

と
存
居
候
｡
玉
稿
甚
だ
遅
延
申
訳
無
之
候
｡
以
上

十
二
月
十
四
日

規

露
石
君

ガ
ラ
ス
窓
に
烏
龍
見
ゆ
る
冬
亀

ガ
ラ
ス
魅
に
冬
の
日
あ
た
る
病
間
哉

寒
さ
-
な
外
の
草
木
や
ガ
ラ
ス
窓

鳶
見
え
て
冬
あ
た
,
か
や
ガ
ラ
ス
窓

ガ
ラ
ス
窓
に
上
野
も
見
え
て
冬
亀

即
吟
､
御

一
笑
｡

四
明
先
生
へ
御
面
会
の
節
'
よ
ろ
し
く
御
伝
声
奉
願
候
｡

書
簡
末
の

｢
四
明
先
生
｣
は
､
子
規
と
親
交
を
結
ん
だ
京
都
出

身
の
俳
人
.
嘉
永
二
年

(
一
八
四
九
)
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
､
子

規
よ
り
十
八
歳
年
長
｡
長
者
へ
の
礼
を
尽
く
す
子
規
が

｢四
明
先

生
｣
と
呼
ん
だ
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡
先
の
虚
子
宛
書
簡
よ
り
三
日
後

の
こ
の
書
簡
で
も
､
子
規
は
､
露
石
に
､
嬉
々
と
し
て

｢病
室
の
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障
子
を
ガ
ラ
ス
張
に
致
候
処
､
非
常
の
暖
気
に
て
棺
蘇
の
思
有
之

候
｣
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
先
に
虚
子
が

『柿
二
つ
』
の
中

あら
た

で

｢今
年
の
冬
の
寒
さ
が

新

に

な
っ
た
時
､
K

(筆
者
注
･虚
子
)

は
､
庭
に
面
し
た
南
の
障
子
を
ガ
ラ
ス
障
子
に
替
へ
た
ら
暖
か
だ

ら
う
と
言
っ
た
｣
と
綴
っ
て
い
た
よ
う
に
､
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
に

し
た
主
た
る
理
由
は
､
寒
さ
対
策
で
あ
っ
た
｡
が
､
そ
の
結
果
の

も
たら

福
音
と
し
て
､
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
が
病
臥
の
子
規
に
眺
望
を
斎
し

た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
の
露
石
に
披
露
さ
れ
た
五
句
の
｢即

吟
｣
(｢写
生
｣
)
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
書
簡
､
就
中
､
五
句
の
作

品
か
ら
は
､
子
規
の
喜
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
｡

子
規
は
､
明
治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)

一
月
刊
の

『俳
詰
大

要
』
(ほ
と
～
ぎ
す
発
行
所
)
に
お
い
て
､
｢修
学
第

一
期
｣
の
末

尾
に
去
来
､
李
由
､
惟
然
'
許
六
､
涼
菟
､
尚
白
､
正
秀
､
そ
の
､

凡
兆
､
樗
良
等
十
名
の
作
品
十
九
句
を
掲
げ
､

ただ

以
上
の
句
は
'
皆
句
調
の
巧
を
求
め
ず
､
只
あ
り
の
ま
～
の

事
物
を
､
あ
り
の
ま
～
に
つ
ら
ね
た
る
迄
な
れ
ば
､
誠
に
平

しかう

そ
の

易
に
し
て
､
誰
に
も
分
る
な
る
べ
し
｡
而

し

て
其

句
の
価
値

こ

を
問
へ
ば
'
即
ち
多
く
は
是
れ
第

一
流
の
句
に
し
て
､
俳
句

界
中
有
数
の
佳
作
な
り
｡

と
記
し
て
い
る
｡
か
か
る
作
品
が
､
子
規
に
と
っ
て
の

｢佳
作
｣

の

｢標
準
｣
(基
準
)
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
先
の
露
石
宛
書
簡

中
の
五
句
な
ど
､
ま
さ
し
く
こ
の

｢標
準
｣
に
当
て
は
ま
る

｢あ

り
の
ま
～
の
事
物
を
､
あ
り
の
ま
～
に
つ
ら
ね
た
る
｣
と
こ
ろ
の

｢平
易
｣
な

｢写
生
｣
句
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
説
明
は
不

要
と
思
わ
れ
る
｡
ち
な
み
に
､
子
規
は
､
書
簡
中
で

｢蕪
村
忌
｣

に
触
れ
､
蕪
を
送
る
と
い
う
露
石
に
礼
を
述
べ
て
い
る
が
､
明
治

三
十
二
年
(
一
八
九
九
)
の
子
規
庵
で
の
｢蕪
村
忌
｣
(第
≡
回
)
は
､

十
二
月
二
十
四
日
に
営
ま
れ
て
い
る
｡
そ
の
際
振
舞
わ
れ
た
昼
過

ぎ
の

｢風
呂
吹
｣
が
露
石
が
送
っ
た
蕪
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
｡

子
規
は
､
露
石
宛
書
簡
を
認
め
た
三
日
後
の
明
治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)
十
二
月
十
七
日
付
で
､
今
度
は
'
熊
本
在
の
親
友

夏
目
淑
石
に
対
し
て
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
の
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
｡

よ
ほ
ど
嬉
し
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
冒
頭
､
次
の
よ
う
に
報
じ

て
い
る
｡

拝
啓

永
々
の
御
無
害
､
如
何
御
暮
被
成
候
や
｡
小
生
も
ま

づ
ぐ

無
事
二
相
く
ら
し
申
候
｡
暖
炉
の
事
､
難
有
候
｡
先

日
､
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
に
て
灯
炉
と
い
ふ
を
買
て
も
ら
ひ
､
且
ツ

病
室
の
南
側
を
ガ
ラ
ス
障
子
に
致
し
て
も
ら
ひ
候
｡
こ
れ
に

て
暖
気
は
非
常
二
違
ひ
申
候
｡
殊
二
昼
間
､
日
光
を
あ
び
る

の
が
何
よ
り
の
愉
快
に
御
座
候
｡
こ
ん
な
訳
な
ら
ば
二
､
三

しか

年
も
前
に
や
つ
た
ら
よ
か
つ
た
と
存
候
｡
併
シ
何
事
も
時
期

が
来
ね
ば
出
来
ぬ
事
と
相
見
え
候
｡

先
に
も
記
し
た
よ
う
に

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
設
置
の
主
目
的
は
､

あ
く
ま
で
も

｢暖
気
｣
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
｡

明
治
二
十
八
年

(
一
八
九
五
)
の
冬
'当
時
'松
山
在
の
淑
石
は
､

十
二
月
三
十

一
日
に
上
根
岸
町
八
十
二
番
地
の
子
規
庵
を
訪
問
し
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て
い
る

(翌
明
治
二
十
九
年

一
月
三
日
に
も
訪
問
し
て
い
る
)
0

子
規
庵
の
冬
の
寒
さ
は
､
自
身
'
体
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
子

規
の
句
稿
の
一
つ
『病
徐
漫
吟
』
の
明
治
二
十
八
年

(
一
八
九
五
)

冬
の
項
に
は
､

淑
石
帰
京
せ
L
に
贈
る

足
柄
は
さ
ぞ
寒
か
つ
た
で
ご
ざ
ん
せ
-

の
一
句
が
見
え
る
｡

子
規
庵
の
会
話
で
も
｢寒
さ
｣
が
話
題
と
な
っ

た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
そ
ん
な
子
規
庵
の
冬
を
知
っ
て
い
る
淑
石

で
あ
っ
た
の
で
'
子
規
に

｢煙
炉
｣
の
設
置
を
勧
め
た
の
で
あ
ろ

う
｡
そ
ん
な
淑
石
か
ら
の
手
紙

(現
存
し
て
い
な
い
)
へ
の
返
事

と
し
て
の
右
の
近
況
報
告
で
あ
る
｡

子
規
書
簡
中
の

｢
灯
炉
｣
に
つ
い
て
は
､
明
治
三
十
二
年

つね
のり

(
一
八
九
九
)十
月
六
日
付
叔
父
大
原
恒

徳

(子
規
の
母
八
重
の
弟
)

宛
子
規
書
簡
中
に
､

この

この

此
頃
の
寒
さ
に
さ
へ
閉
口
仕
候
故
､
此
冬
ハ
い
か
ゞ
あ
ら
ん

きづ
かわしく

と
気

遣

敷

､

是
非
暖
炉
を
据
付
ん
と
の
希
望
二
候
処
､
高
浜

色
々
二
世
話
い
た
し
く
れ
､据
付
や
ら
ん
と
の
事
な
り
L
が
､

何
分
費
用
の
か
か
る
と
日
本
家
二
不
便
な
の
と
で
､
懐
炉
代

り
の
石
油
を
焚
く
機
械
こ
せ
ん
か
と
存
候
｡

と
見
え
る
と
こ
ろ
の

｢暖
炉
代
り
の
石
油
を
焚
く
機
械
｣
､
す
な

わ
ち
今
日
の
石
油
ス
ト
ー
ブ
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
｡
こ
れ
に
加
え
て
の

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
先

の
露
石
宛
書
簡
中
に
'

ガ
ラ
ス
蝿
に
冬
の
日
あ
た
る
病
間
哉

鳶
見
え
て
冬
あ
た
,
か
や
ガ
ラ
ス
窓

と
見
え
た
よ
う
に
､

あ
る
い
は
､

『俳
句
稿
』
の
明
治
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
の

｢新
年
｣
の
項
に
､

ガ
ラ
ス
魅
に
日
の
あ
た
-
け
-
福
寿
草

と
見
え
る
よ
う
に
､

子
規
は
､
｢昼
間
､

日
光
を
あ
び
る
｣
愉
快

を
存
分
に
味
わ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

ち
な
み
に
歌
人
伊
藤
左
千
夫
､
岡
麓
等
の
尽
力
に
よ
っ
て
､
子

規
庵
に
石
炭
を
用
い
る

｢
ス
ト
ー
ブ
｣
(煩
炉
)
が
設
置
さ
れ
た

の
は
､
明
治
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
十

一
月
十
三
日
の
こ
と
｡

子
規
は
'
明
治
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
の
冬
､

ガ
ラ
ス
､戸
や
暖
炉
や
庵
の
冬
溝

暖
炉
タ
ク
ヤ
雪
紛

々
-
シ
テ
ガ
ラ
ス
窓

の
二
句

(前
の
句
は

『俳
句
稿
』
所
収
､

後
の
句
は
河
東
碧
梧
桐

宛
書
簡
中
に
見
え
る
)
を
も
の
し
て
い
る
｡

くだん

少
し
く
論
が
横
道
に
そ
れ
た
｡
件

の

漸
石
宛
子
規
書
簡
の
末
尾

は
､
注
目
す
べ
き
次
の
よ
う
な
記
述
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る

(句
末

の
四
句
省
略
)0

朝
は
蘇
る
､
昼
は
人
が
来
る
､
夜
は
熱
が
出
る
､
熱
を
侵
し

て
筆
を
取
る
か
､
又
は
熱
さ
め
て
後
､
夜
半
よ
り
朝
迄
筆
取

る
か
､
い
づ
れ
に
し
て
も
体
は
横
森
､
右
を
下
､
右
の
肱
を

つ
い
て
､
左
の
手
に
原
稿
紙
を
取
り
て
､
物
善
く
に
は
原
稿

紙
の
方
よ
り
動
か
し
て
行
く
｡
不
都
合
な
事
､
苦
し
い
事
､

∫



時
間
を
要
す
る
事
､
意
到
っ
て
筆
従
は
ざ
る
た
め
に
幾
度
か

さ
て
つ

嵯

鉄

し
て

(筆
者
注

･
つ
ま
ず
い
て
)
勢
の
ぬ
け
る
事
､
弊

そ
の

害
と
困
難
は
数
へ
き
れ
ぬ
程
に
候
｡
其

上
に
外
出
し
て
材
料き

い

を
拾
ひ
出
す
事
が
出
来
ぬ
と
い
ふ
大
不
便
あ
り
｡
仏
様
に
聞

た
ら
､
小
生
の
前
身
は
､
余
程
の
悪
人
な
り
し
事
と
存
候
｡

子
規
が
'
洋
画
家
中
村
不
折
と
出
会
い
､
親
交
を
結
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
の
は
､
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)
の
こ
と
｡
そ
の
結

果
､
｢写
生
｣
論
を
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡
そ
の
当
時
を
振

り
返
っ
て
､
明
治
三
十
五
年

(
一
九
〇
二
)
四
月
刊
の

『狽
祭
書

屋
俳
句
帖
抄
上
巻
』
(俳
書
堂
･文
淵
堂
合
梓
)
の
長
文
の
序

｢瀬

祭
書
屋
俳
句
帖
抄
上
巻
を
出
版
す
る
に
就
き
て
思
ひ
っ
き
た
る
所

を
い
ふ
｣
の
中
に
､

秋
の
終
り
か
ら
冬
の
初
め
に
か
け
て
､
毎
日
の
様
に
根
岸
の

い
つ

郊
外
を
散
歩
し
た
｡
共
時
は
､
何
時
で
も

一
冊
の
手
帳
と

一

本
の
鉛
筆
と
を
携
へ
て
､
得
る
に
随
て
俳
句
を
書
つ
け
た
｡

この

写
生
の
妙
味
は
､
此
時
に
始
め
て
わ
か
っ
た
様
な
心
持
が
し

て
､
毎
日
得
る
所
の
十
句
､
二
十
句
位
な
獲
物
は
､
平
凡
な

句
が
多
い
け
れ
ど
も
'
何
と
な
く
厭
味
が
な
く
て
垢
技
が
し

た
様
に
思
ふ
て
､
自
分
な
が
ら
嬉
し
か
つ
た
｡

と
書
き
付
け
て
い
る
｡
こ
こ
に
は

｢写
生
｣
を
実
践
す
る
子
規
が

い
る
｡
ま
た
､
そ
れ

(明
治
二
十
七
年
)
よ
り
少
し
後
､
明
治

二
十
八
年

(
一
八
九
五
)
春
の
執
筆
か
と
推
定
さ
れ
る
熊
本
の
池

Iつ
一しlつ

松
迂
巷
に
宛
た
子
規
の
手
紙
の
中
に
は
､

家
の
内
で
句
を
案
じ
る
よ
り
家
の
外
へ
出
て
'
実
景
に
見
給

お
のづ
か

しか

へ
｡
実
景
は

自

ら

句
に
な
り
て
両

も
下
等
な
句
に
な
ら
ぬ
な

h

ノ
0

し
た
た

と

認

め

て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢机
上
詩
人
｣
(同
書
簡
)
に
な
る
こ

と
を
､
誰
よ
り
も
嫌
っ
た
子
規
で
あ
っ
た
｡
が
､
明
治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)
の
末
に
は
'
右
に
見
た
軟
石
宛
子
規
書
簡
の
末
尾

に
報
じ
ら
れ
て
い
る
ご
と
き
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
る
｡
俳
句
'短
歌
に

｢写
生
｣
を
標
梼
し
た
子
規
に
と
っ
て
は
'

ま
っ
た
く
意
想
外
の
展
開
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
淑
石ヽ

に
告
げ
る

｢外
出
し
て
材
料
を
拾
ひ
出
す
事
が
出
来
ぬ
と
い
ふ
大

ヽ
ヽ

き
ち

不
便
あ
り
｣
と
の
文
言
に
'
子
規
の
苦
悶
が
窺

知

さ
れ
よ
う
｡

わず

う

そ
の
子
規
の
ほ
ん
の
棲

か
な
光
明
が
､
｢暖
気
｣
を
得

る
た
め

し
っら

に
六
畳
の
｢病
間
｣
の
南
側
に
設
え
ら
れ
た

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
だ
っ

た
の
で
あ
る
｡
子
規
は
､
｢暖
気
｣
の
た
め
の

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣

を
通
し
て

｢家
の
外
｣
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡

二
､
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
の
あ
る
生
活

子
規
は
､
随
筆
の
中
で
も
､
し
ば
し
ば

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
､
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
を
通
し
て

｢写

み
い
だ

生
｣
す
る
子
規
の
姿
を
見

出

す
こ
と
が
で
き
る
｡

明
治
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
三
月
三
十
日
に

｢
日
本
新
聞
｣

に
発
表
さ
れ
た
随
筆

｢我
室
｣
は
､

六
畳
の
間

一
つ
､
南
に
窓
を
開
き
て
､
病
林
も
'
書
斎
も
､
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客
室
も
､
応
接
所
も
総
て
を
兼
ね
て
こ
～
に
事
を
す
ま
す
身

の
上
､
我
な
が
ら
む
さ
く
ろ
L
と
思
ふ
に
､
心
あ
り
て
訪
ひ

来
る
人
の
話
た
け
な
は
に
し
て
'
灯
炉
の
あ
た
～
ま
り
に
の

ぼ
せ
た
る
た
て
つ
め
の
､
透
間
漏
る
風
の
防
ぎ
に
白
木
う
ち

ほか

そ
へ
て
暖
き
を
怠
る
外
に
か
ざ
り
無
き
部
屋
の
様
は
い
ふ
も

ふ
事
古

り
た
れ
ど
､
新
し
き
に
返
す
三
十

一
文
字
の
し
ら
べ
拙

だ
こ

き
が
､
な
か
く

唾
壷

(筆
者
注

･
た
ん
つ
ぼ
)
を
打
ち
て

歌
ひ
出
づ
る
し
は
が
れ
声
に
か
な
ひ
た
る
も

一
興
あ
る
べ

し
｡

と
書
き
始
め
ら
れ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
､
こ
の
一
文
が
､
俳
句
交

じ
り
の

｢俳
文
｣
で
は
な
く
､
短
歌
交
じ
り
の

｢和
文
｣
で
あ
る

こ
と
が
､
読
者
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
人
力
車
に
よ
る

外
出
も
､
め
っ
き
り
減
っ
た
明
治
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)､
子

規
の
関
心
は

｢我
室
｣
に
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の

よ
う
な
子
規
に
と
っ
て
の
喜
び
は
､
し
ば
し
ば
注
目
し
て
い
る
よ

う
に
､
そ
の

｢室
｣
が
､
｢南
に
窓
を
開
｣
い
て
い
た
こ
と
で
あ
っ

し
っら

た
｡
虚
子
の
設
え
た

｢灯
炉
｣
も
話
題
に
の
ぼ
っ
て
い
る
｡

子
規
が

｢日
本
新
聞
｣
に

｢歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
｣
を
発
表
し

た
の
は
､
明
治
三
十

一
年

(
一
八
九
八
)
二
月
十
二
日

(三
月
四

日
ま
で
十
回
に
わ
た
っ
て
連
載
)｡
翌
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)

か
と
り
ほ
づ
ま

おか
ふもと

二
月
初
旬
'
香

取

秀

真

､

岡

麓

の

両
歌
人
が
､
初
め
て
子
規
庵
を

訪
問
｡
子
規
の
関
心
が
､
俳
句
を
凌
ぐ
勢
い
で
短
歌
へ
と
傾
い
て

い
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
ん
な
中
で
執
筆
さ
れ
た

｢我
室
｣
で
あ

る
｡
｢新
し
き
に
返
す
三
十

一
文
字
の
し
ら
べ
｣
(新
風
短
歌
)
へ

の
意
欲
は
､
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
ん
な
中

で
の

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
か
ら
の

｢家
の
外
｣
の

｢写
生
｣
で
あ
る
｡

｢我
室
｣
の
中
の
左
の
一
節
が
注
目
さ
れ
る
｡たんぽ

ガ
ラ
ス
窓
に
た
て
こ
め
て
､
火
鉢
､
湯

婆

､

身
は
あ
た
～
か

そと

に
､
見
れ
ば
外

の
寒
げ
な
る
も
を
か
し
く
｡

ま
だ
浅
さ
泰

を
こ
も
-
し
ガ
ラ
ス
戸
に
寒
さ
嵐
の
松
を
吹

-
見
ゆ

こ
こ
で
､
右
の
短
歌

一
首
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る

｢ガ
ラ
ス
戸
｣

な
る
措
辞
に
特
に
注
目
し
て
み
た
い
｡
先
に
見
た

(ガ
ラ
ス
戸
や

あ
と

暖
炉
や
庵
の
冬
構
)
の
句
は
､左
の
短
歌
よ
り
後

の
成
立
で
あ
る
｡

成
立
の
前
後
が
定
か
で
な
い
が
､
ほ
ぼ
同
時
期
の
俳
句
作
品
に
､

ガ
ラ
ス
､ア
の
外
を
飛
び
行
-
胡
蝶
哉

が
あ
る
｡
俳
句
に
お
け
る
｢ガ
ラ
ス
戸
｣
な
る
措
辞
の
使
用
例
は
､

此
の
二
句
だ
け
｡
子
規
の
中
で
､
｢ガ
ラ
ス
戸
｣
な
る
措
辞
は
､
も
っ

ぱ
ら
短
歌
の
中
で
定
着
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
､
そ
の
こ
と
は
'

も
う
少
し
後
で
述
べ
る
｡

同
じ
く
明
治
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
四
月
十
日
発
行
の

｢俳

星
｣
第

一
巻
第
二
号
掲
載
の
随
筆

｢春
浅
き
庵
｣
の
中
に
も

｢写

生
｣
す
る
子
規
の
姿
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
､

こ
こ
で
は
､
そ
の

｢写
生
｣
が
､
俳
句
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い

る
｡
左
の
ご
と
し
｡

去
年
の
暮
'
病
室
の
南
側
を
ガ
ラ
ス
障
子
に
せ
L
よ
り
､
何
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か
に
つ
け
て
嬉
し
き
事
ぞ
多
き
｡
い
つ
か
は
ガ
ラ
ス
越
に
雪

も
見
ん
な
ど
､
出
来
ぬ
賛
沢
と
ば
か
り
思
ひ
し
に
､
今
､
ま

この
た
のしみ

の
あ
た
り
此

楽

を

得
て
､
命
も
の
ぶ
心
地
な
り
｡
我
は
火

鉢
を
か
～
え
な
が
ら
松
の
枝
の
寒
さ
う
に
動
く
を
見
る
も
､

こ
よ
な
く
心
行
く
さ
ま
な
る
に
､
雀
の
二
､
三
羽
来
て
､
松

に
隠
れ
'
地
に
下
り
､
い
そ
が
し
く
物
あ
さ
る
も
面
白
し
｡

折
々
は
め
づ
ら
し
き
鳥
も
来
る
に
､
鴛
を
待
ち
こ
が
れ
て
､

鷺
の
泉
も
せ
で
松
の
雀
か
な

赤
木
格
堂
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と

(大
正
九
年
三
月
十
八

日
発
行

｢柿
渋
｣
第
七
十

三
号
所
収

｢硝
子
の
駕
｣
参
照
)､
明

治
三
十
三
年

(
一
九

〇
〇
)
一
月
七
日
は
､
大
雪
だ
っ
た
そ
う
で

あ
る
｡
ち
な
み
に
､
和
田
克
司
氏
作
成
の

｢天
候

一
覧
｣
(増
進

会
出
版
社
版
子
規
選
集

『子
規
の
一
生
』
所
収
)
に
よ
る
と
､

一

月
七
日
は
､
曇
､
十
日
が
雪
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
二
十

一
日
も

雪
｡
二
月
以
降
は
､
雪
の
日
な
し
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
｢ガ
ラ

ス
越
に
雪
も
見
ん
｣
と
の
子
規
の
望
み
は
､
叶
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
｡
な
る
ほ
ど

｢嬉
し
き
事
｣
の
一
つ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
子

規
は

｢命
も
の
ぶ
心
地
な
り
｣
と
語
っ
て
い
る
｡

こ
れ
も
明
治
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
の
十

一
月
二
十
日
発
行

の

｢ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
第
四
巻
第
二
号
に
掲
載
の
随
筆

｢明
治
肘
三

年
十
月
十
五
日
記
事
｣
の
中
で
は

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
の
様
子
が
､

よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
､
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
｡

冒
頭
す
ぐ
に
左
の
描
写
が
見
え
る
｡

今
朝
､
眼
さ
め
た
る
は
五
時
頃
な
る
べ
し
｡
四
隣
猶
静
か
に
､

母
は
今
起
き
出
で
た
る
け
は
ひ
な
り
｡
何
と
な
く
頭
な
や
ま

し
き
に
再
び
眠
る
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
､
雨
戸
を
明
け
し
む
｡

母
来
り
て
南
側
の
ガ
ラ
ス
障
子
の
外
に
あ
る
雨
戸
を
あ
け
､

そ
と
も

窓
掛
を
片
寄
す
｡
外

面

は
霧
厚
く
こ
め
て
､
上
野
の
山
も
夢

の
如
く
､
ま
だ
ほ
の
暗
き
さ
ま
な
り
｡
庭
先
の
鶏
頭
､
葉
鶏

頭
に
さ
へ
霧
か
～
り
て
'少
し
遠
き
は
紅
の
薄
く
見
え
た
る
､

珍
し
き
大
霧
な
り
｡
余
は
西
枕
に
て
､
ガ
ラ
ス
戸
に
や
～
背

を
向
け
な
が
ら
'
今
母
が
枕
も
と
に
置
き
し
新
聞
を
取
り
て

臥
し
な
が
ら
読
む
｡
朝
眼
さ
む
る
や
否
や

一
瞬
時
の
猶
予
も

無
く
新
聞
を
取
っ
て
読
む
は
毎
朝
の
例
な
り
｡

今

一
つ
明
ら
か
に
イ
メ
ー
ジ
し
得
な
か
っ
た

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣

の
様
態
が
活
写
さ
れ
て
い
る
｡

ま
な
で
し

愛

弟

子

佐
藤
紅
縁
が
明
治
三
十
五
年

(
一
九

〇
二
)
十

一
月

二
十
五
日
発
行
の
俳
誌

｢木
兎
｣
第
二
巻
第
九
号
に
寄
せ
て
い
る

｢子
規
翁
終
蔦
後
記
｣
の
最
初
の
部
分
に
､

翁
の
臥
室
は
い
つ
も
の
如
く
開
け
放
さ
れ
て
､
頭
を
座
敷
､

み

即
ち
皆
な
が
座
っ
て
居
る
方
に
向
け
た
ま
～
､
位
置
は
従
来

と
少
し
も
替
ら
ず
に
白
き
布
団
の
上
に
身
を
横
た
へ
て
居
る

の
は
翁
で
あ
る
｡

と
の
描
写
が
あ
る
が
'
子
規
は
､
日
頃
'
臥
床
し
て
い
る
六
畳
の

｢病
間
｣
に

｢西
枕
｣
で
臥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
枕
許
が
八
畳

の
座
敷

(｢皆
が
座
っ
て
居
る
｣
所
)
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
｢座

♂



敷
｣
と

｢病
間
｣
と
の
間
に
は
､襖
四
枚
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
､

来
客
が
あ
る
場
合
に
は
開
け
放
た
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
句
会
､

はず

歌
会
等
､
大
勢
の
来
客
の
場
合
に
は
､
襖
は
外

さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
｢病
間
｣
の
北
側
に
は
､
襖
二
枚
を
隔

て
て
四
畳
半
の

｢次
の
間
｣
が
あ
る
が
､
母
八
重
､
妹
律
は
､
こ

こ
に
寝
起
き
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
他
に
二
畳
の

｢玄

関
｣
の
間
､
三
塁
の

｢居
間
｣
等
が
あ
っ
た
｡
碧
梧
桐
に
よ
れ
ば
'

建
坪
は
二
十
四
坪
余
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
し
か
し
て

｢病
間
｣
の

南
側
に

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
が
あ
る
の
で
あ
る
が
､
先
の
子
規
自
身

の
記
述
に
よ
っ
て
､
そ
の
外
に

｢雨
戸
｣
が
あ
り
､
夜
は
通
常
'

閉
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
通
常
と
い
う
の
は
､
明
治

三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
の
十

一
月
二
十
四
目
付
の

｢日
本
新
聞
｣

に
発
表
さ
れ
た
随
筆

｢人
の
紅
葉
狩
｣
で
は
､
十

一
月
五
日
の
夜

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
よ
り
赤
木
格
堂
､
山
田
三
子
､
桃
沢
茂
春
､
西

田
巴
子
等
に
訪
問
さ
れ
､
び
っ
く
り
す
る
描
写
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
｡
｢雨
戸
｣
そ
し
て

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
､
さ
ら
に
そ
の
内
側
に

｢窓

掛
｣
(カ
ー
テ
ン
)
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

そ
と
も

さ
れ
て
い
る
｡
｢
外

面

は
霧
厚
く
こ
め
て
､
上
野
の
山
も
夢
の
如

く
､
ま
だ
ほ
の
暗
き
さ
ま
な
り
｡
庭
先
の
鶏
頭
､
葉
鶏
頭
に
さ
へ

霧
か
～
り
て
､
少
し
遠
き
は
紅
の
薄
く
見
え
た
る
､
珍
し
き
大
霧

め

な
り
｣
-

子
規
の

｢写
生
｣
の
眼

が

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
の
向
う

側
を
的
確
に
描
写
し
て
い
る
｡
右
の
子
規
の
記
述
で
留
意
す
べ
き

は
､
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
な
る
語
と

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
な
る
語
が
'
数

行
の
中
で
併
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
随
筆

｢人
の
紅
葉
狩
｣

で
も
併
用
さ
れ
て
い
る
｡
子
規
の
中
で

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
と

｢ガ

ラ
ス
戸
｣
が
意
識
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
､
今

一
つ

定
か
で
な
い
が
'
｢ガ
ラ
ス
戸
｣
を
用
い
た
場
合
に
は

｢家
の
外
｣

を
見
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

三
､
｢ガ
ラ
ス
戸
｣
か
ら
の

｢
写
生
｣

子
規
は
､
明
治
三
十

一
年

(
一
八
九
八
)
二
月
二
十
四
日
付

｢日

本
新
聞
｣
に
発
表
し
た

｢六
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
｣
の
中
で
､

生

(筆
者
注

･
子
規
)
の
写
実
と
申
す
は
､
合
理
非
合
理
､

事
実
非
事
実
の
謂
に
て
は
無
之
候
｡
油
画
師
は
必
ず
写
生
に

依
り
候
へ
ど
も
､
そ
れ
で
神
や
妖
怪
や
あ
ら
れ
も
な
き
事
を

しか

面
白
く
書
き
申
候
｡
併
し
､
神
や
妖
怪
を
画
く
に
も
勿
論
写

まま

生
に
依
る
も
の
に
て
､
只
有
の
倭
を
写
生
す
る
と
'
一
部
々
々

の
写
生
を
集
め
る
と
の
相
違
に
有
之
､
生
の
写
実
も
同
様
に

候
｡

と
述
べ
て
､
俳
句
で
確
立
し
た

｢写
生
｣
｢写
実
｣
の
説
を
､
短

歌
に
お
い
て
も
援
用
し
て
い
る
｡
子
規
は
､
短
歌
革
新
を
も

｢写

生
｣
の
説
で
押
し
通
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
を
是
と
し

た
の
が
､
子
規
の
周
り
に
集
ま
っ
た
香
取
秀
真
､
岡
麓
､
伊
藤
左

千
夫
等
の
歌
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
明
治
三
十

一
年

よ
り
も
三
十
二
年
､
三
十
二
年
よ
り
も
三
十
三
年
と
､
年
を
経
る

ご
と
に

｢写
生
｣
の
た
め
に

｢郊
外
を
散
歩
｣
す
る
と
い
う
こ
と
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が
困
難
な
病
状
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

(た
と
え
人
力
車
を

用
い
た
と
し
て
も
)
｡
そ
ん
な
窮
状
を
親
友
淑
石
に

｢外
出
し
て

材
料
を
拾
ひ
出
す
事
が
出
来
ぬ
と
い
ふ
大
不
便
｣
と
訴
え
た
の
で

あ
っ
た
｡

が

｢写
生
｣
は
､
子
規
の
文
学
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
｡
そ

ん
な
子
規
の
｢写
生
｣
の
実
践
を
辛
う
じ
て
可
能
に
し
た
も
の
が
､

し
っら

今
ま
で
績
説
し
て
き
た
､
子
規
の

｢病
間
｣
の
南
側
に

設

え

ら
れ

た

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
(｢ガ
ラ
ス
障
子
｣)
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
に
よ
っ
て
､
子
規
は
､
｢写
生
｣
の
指
導

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
貴
重

な
資
料
が
岡
麓
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
随
筆
｢思
出
の
記
｣
中
の
｢ガ

ラ
ス
戸
｣
の
節
o
初
出
は
､
昭
和
二
十
四
年

(
l
九
四
九
)

一
月

か
ら
二
十
五
年
(
一
九
五
〇
)
一
月
に
か
け
て
の
歌
誌
｢ア
ラ
ラ
ギ
｣

誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'今
'
岡
麓
著

『正
岡
子
規
』
(白

玉
書
房
､
昭
和
三
十
八
年
十

一
月
刊
)
に
よ
っ
て
､
左
に
掲
出
し

て
み
る
｡

明
治
三
十
三
年
の
一
月
末
の
あ
る
日
の
午
後
､
私
は
先
生
を

お
た
づ
ね
し
た
｡
し
ば
ら
く
し
て
先
生
が
｢歌
を
よ
ま
う
か
､

こ
の
ガ
ラ
ス
戸
を
題
に
し
て
写
生
を
し
よ
う
｣
と
い
ほ
れ
た
｡

や
が
て
発
表
さ
れ
た
詞
書
に
､

わ
が
病
室
の
障

子
に
ガ
ラ
ス
を
張
-
て
ガ
ラ
ス
障

子
の
歌
よ

み
け
る
中

に

と
あ
る
､

こ
の
ガ
ラ
ス
戸
か
ら
外
が
見
え
る
の
に
興
を
覚
え

ら
れ
た
ら
し
か
つ
た
｡

一
つ
に
は
ま
た
私
に
写
生
と
い
ふ
実

際
教
授
を
し
て
下
さ
ら
う
と
な
さ
れ
た
の
で
も
あ
っ
た
｡
暫

時
無
言
'
ガ
ラ
ス
ご
L
に
景
色
を
見
て
を
ら
れ
た
が
､
原
稿

紙
へ
す
ら
す
ら
と
書
き
つ
け
ら
れ
る
｡
先
生
は
歌
で
も
句
で

も
文
章
に
し
て
も
､
あ
た
ま
の
な
か
で
ま
と
め
て
書
き
つ
け

ら
れ
る
｡
(め
つ
た
に
書
き
な
ほ
し
を
さ
れ
な
い
｡
先
生
の

原
稿
ぐ
ら
ゐ
､
読
み
よ
く
､
き
れ
い
な
の
は
稀
で
あ
っ
た
｡)

私
に
は
つ
か
み
場
所
が
わ
か
ら
な
く
､
困
っ
て
ゐ
る
と
､
先

生
の
方
は
す
ら
す
ら
ふ
え
て
行
く
の
だ
っ
た
｡
私
は
閉
口
し

て
し
ま
っ
た
｡
す
る
と

｢お
見
せ
な
さ
い
｣
と
私
の
と
と
り

か
へ
て
渡
さ
れ
た
｡

い
た
づ
さ
の
閏
の
ガ
ラ
ス
､ア
影
透

き
て
小
松
の
枝
に
雀

飛
ぶ

見
ゆ

病

み
こ
や
る
閏
の
ガ
ラ
ス
の
窓

の
内
に
冬

の
日
さ
し
て
さ
ら

早
咲
き
ぬ

(福
寿
草
の
こ
と
)

朝
な
夕

な
ガ
ラ
ス
の
窓

に
よ
こ
た
は
る
上
野
の
森

は
乱
れ
ビ

飽
か
ぬ
か
も

冬
ご
も
る
病
の
床
の
ガ
ラ
ス
､ア
の
曇

-
ぬ
ぐ
へ
ば
足
象

干
せ

る
見
ゆ

ビ
ー
ド
ロ
の
ガ
ラ
ス
､ア
す
か
し
向
ひ
家
の
棟
の
希

の
花
咲
け
る

見
ゆ

雪
見
ん
と
思
ひ
し
窓
の
ガ
ラ
ス
張
ガ
ラ
ス
曇
-
て
雪
見
え
ず

け
り
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病
そ

Jも
る
ガ
ラ
ス
の
窓
の
窓
の
外
の
物
干
し
竿
に
鶏
鳴
-

見
ゆ

物
干
に
求
居
る
鵜
は
ガ
ラ
ス
戸
の
内
に
文
書
-
我
見
て
鴫

′＼
Iハり

に
ひ
年
の
朝
日
さ
し
け
る
ガ
ラ
ス
窓
の
ガ
ラ
ス
透
影
紙
鳶
上

る
見
ゆ

ガ
ラ
ス
張
-
て
雪
待
ち
居
れ
ば
あ
る
あ
し
た
雪
ふ
-
し
き

て
木
に
つ
も
る
見
ゆ

暁
の
外
の
雪
見
ん
と
人
を
し
て
窓
の
ガ
ラ
ス
の
露
拭
は
し
む

常
臥
に
臥
せ
る
見
な
(
わ
が
た
め
に
ガ
ラ
ス
､ア
張
-
し
人
よ

さ
ら
あ
れ

窓
の
外
の
虫
さ
へ
見
ゆ
る
ビ
ー
ド
ロ
の
ガ
ラ
ス
の
板
は
神
業
な

る

･ら
し

こ
れ
だ
け
の
歌
が
､

一
時
間
余
に
出
来
た
の
だ
と
思
ふ
｡
私

の
は
よ
く
よ
く
の
不
出
来
だ
っ
た
も
の
で
､
自
分
で
も
写
生

の
実
際
に
か
か
る
と
､
か
う
も
あ
が
き
が
と
れ
ぬ
の
か
､
と

思
っ
た
｡
先
生
の
評
な
し
で
も
ど
さ
れ
た
｡
私
が
先
生
の
歌

を
拝
見
し
て
ゐ
る
と

｢君
な
ら
足
袋
干
せ
る
な
ん
ぞ
い
は
な

い
だ
ら
う
｡
紅
梅
の
花
と
で
も
い
ふ
だ
ら
う
｡｣
と
苦
笑
さ

れ
た
｡
眼
前
ガ
ラ
ス
戸
を
透
し
て
､
庭
前
の
物
干
竿
に
足
袋

が
二
足
ぶ
ら
さ
が
つ
て
ゐ
る
｡
私
は
何
と
も
返
事
を
し
か
ね

て
､
ま
た
し
ょ
げ
て
し
ま
っ
た
｡

子
規
が

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
を
通
し
て

｢家
の
外
｣
を

｢写
生
｣
す

る
様
子
が
､
子
規
の
歌
十
三
首
と
と
も
に
活
写
さ
れ
て
い
る
｡

麓
は
､
右
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

｢明
治
三
十
三
年
の
一
月
末
の
あ

る
日
の
午
後
｣
と
紹
介
し
て
い
る
｡
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
､
岡

麓
が
香
取
秀
真
と
と
も
に
初
め
て
子
規
庵
を
訪
問
し
た
の
は
､
明

治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)
二
月
初
旬
の
こ
と
｡
爾
来
､
約

一

年
が
経
過
し
て
い
る
｡
麓
は
､
明
治
十
年

(
一
八
七
七
)
､
東
京

の
生
ま
れ
｡
子
規
よ
り
十
歳
年
少
｡
こ
の
時
､
子
規
は
'
数
え
年

三
十
四
歳
｡
麓
は
､
二
十
四
歳
で
あ
る
｡
麓
が
示
し
て
い
る
子
規

の
短
歌
十
三
首
中
の
､

雪
見
ん
と
思
ひ
し
窓
の
ガ
ラ
ス
張
ガ
ラ
ス
曇
-
て
雪
見
え
ず
け
-

ガ
ラ
ス
張
-
て
雪
待
ち
居
れ
ば
あ
る
あ
し
た
雪
ふ
-
し
き
て

木
に
つ
も
る
見
ゆ

暁
の
外
の
雪
見
ん
と
人
を
し
て
窓
の
ガ
ラ
ス
の
露
銑
は
し
む

等
に
注
目
し
て
み
る
な
ら
ば
'
明
治
三
十
三
年

(
1
九
〇
〇
)
の

一
月
末
の
降
雪
は
､
二
十

一
日

(和
田
克
司
氏
編

｢天
候

一
覧
｣

参
照
)
｡
こ
の
日
の
早
朝
､
雪
が
降
っ
た
か
｡
そ
れ
は
と
も
か
く
､

先
に
注
目
し
た

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
は
､
子
規
の
歌
に
お
い
て
は
､
｢ガ

ラ
ス
戸
｣
の
他
に

｢ガ
ラ
ス
の
窓
｣
｢ガ
ラ
ス
窓
｣
｢ガ
ラ
ス
｣
｢ガ

ラ
ス
の
板
｣
等
'
様
々
な
呼
称
を
も
っ
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
｡

中
で

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
が
五
首
と
い
う
こ
と
で
､
十
三
首
中
で
は
使

用
頻
度
が
､
最
も
高
い
｡
私
は
'
先
に
､
こ
の
言
葉
に

｢家
の
外
｣

を
見
よ
う
と
す
る
子
規
の
意
識
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
が
'
と

に
か
く

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
な
る
言
葉
の
使
用
例
は
､
子
規
の
歌
稿

『竹

ll



ひ
も
と

乃
里
歌
』
を

播

い

て
も
'
圧
倒
的
に
多
い

(｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
な

る
語
を
使
っ
た
歌
は
､

一
首
も
な
い
)｡
今
ま
で
に
示
し
た
も
の

以
外
を
､
す
べ
て
列
挙
し
て
み
る
｡

ヽ

朝
な
夕
な
ガ
ラ
ス
､ア
の
外
に
紙
鳶
見
え
て
此
項
風
の
束
吹
-

な
り

ヽ

ガ
ラ
ス
Iア
の
外
面
さ
び
し
-
ふ
る
雨
に
隣
の
桜
ぬ
れ
は
え
て
丸
ゆ

ヽ

ガ
ラ
ス
､ア
の
外
に
植
ゑ
お
け
る
桜
花
ふ
ゝ
む
さ
-
ち
る
目
も
か

れ
ず
丸
さ

ヽ

ガ
ラ
ス
､ア
の
外
に
据
ヱ
タ
ル
烏
龍
ノ
ブ
リ
キ
ノ
屋
根
二
月
映
ル

見
ユ

ヽ

ガ
ラ
ス
､ア
ノ
外
ハ
月
ア
カ
シ
森
ノ
上
二
白
雲
長
ク
タ
ナ
ビ
ケ
ル

見
ユ

ヽ

紙
ヲ
モ
テ
ラ
ム
プ
オ

ホ
(
バ

ガラ
ス
､ア
ノ外
ノ
月夜

ノ
ア
キ
ラ
ケ

ク
見
ユ

ヽ

夜
ノ
床
二
束
ナ

ガ
ラ

見
ユ

ルガラ
ス
､ア

ノ外
アキラ

カ
ニ
月
フ
ケ

ワ
タ
ル

ヽ

ガ
ラ
ス
､ア
ノ
外
ノ
月
夜
ヲ
ナ
ガ
ム
レ
ド
ラ
ム
プ
ノ
影
ノ
ウ
ツ
リ
テ

見
ユ
ズ

ヽ

ホ
-
､ギ
ス
鳴
ク
ニ
首
ア
ゲ
ガ
ラ
ス
､ア
ノ
外
面
ヲ
丸
レ
バ
ヨ
キ
月

夜
ナ
リ

ガ
ラ
ス
Iア
ニ
音
ス
ル
夜
ノ
風
荒
レ
テ
庭
木
ノ
梢
ユ
レ
サ
ワ
グ
見
ユ

ヽ

ガ
ラ
ス
､ア
の
外
に
咲
き
た
る
菊
の
花
雨
に
風
に
も
我
見
つ
る
か
も

右
に
樫
左
に
桜
鼻

日
向
き
に
上
野
の
杉
の
見
ゆ
る
ガ
ラ
ス
､ア

泰
の
日
の
雨
し
き
降
れ
ば
ガ
ラ
ス
､戸
の
曇
-
て
見
え
ぬ
山
吹
の
花

ガ
ラ
ス
､ア
の
-
も
-
銑
(
ば
あ
さ
ら
か
に
森
な
が
ら
見
ゆ
る
山

吹
の
花

ガ
ラ
ス
､ア
に
お
し
照
る
月
の
清
さ
夜
は
待
た
ず
L
も
あ
ら
ず
山

ほ
と
,
ぎ
す

ヽ

ガ
ラ
ス
､ア
の
外
面
に
咲
け
る
-
れ
な
ゐ
の
牡
丹
の
花
に
蝶
の
飛

ぶ
見
ゆ

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
以
外
の
歌
は
､
す
で
に
触
れ
て
い
る
以
外
で
は
､

う
ら
,
か
に
ガ
ラ
ス
を
照
す
泰
の
日
に
に
は
か
に
曇
-
電
ふ
-

来
る

ほ
と
ゝ
ぎ
す
今
年
は
聞
か
ず
け
だ
し
-
も
窓
の
ガ
ラ
ス
の
隔
て
つ

る
か

も

の
二
首
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
し
て
右
の

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
使
用
例
十
六

首
の
中
で
十

一
例
は

｢外
｣
な
る
言
葉
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
｡
子
規
が
歌
の
中
で
｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
で
は
な
く
｢ガ

ラ
ス
戸
｣
を
用
い
た
の
は
､
無
論

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
が
六
書
､
｢ガ

しら

ラ
ス
戸
｣
が
四
書
で
あ
り
､
｢調
べ
｣
に
か
か
わ
る
要
素
も
大
き

い
で
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
以
上
に
前
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
､
そ

こ
に
は

｢家
の
外
｣
を
見
よ
う
と
す
る
子
規
の
意
識
が
強
く
働
い

て
い
る
､
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
十
六
例
中
十

一
例
が

｢外
｣
な
る
言
葉
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
､
そ
の
証

左
と
な
ろ
う
｡

そ
こ
で
､
急
ぎ
岡
麓
の
随
筆

｢ガ
ラ
ス
戸
｣
の
内
容
に
戻
る
｡

12



麓
が
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
､
子
規

の
言
葉

｢歌
を
よ
ま
う
か
､
こ
の
ガ
ラ
ス
戸
を
題
に
し
て
写
生
を

し
よ
う
｣
､
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
言
葉
を
子
規
が
発
し
て
い
る
の
が

まま

治
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
一
月
末
｡
人
力
車
で
の
外
出
も
億
な

ら
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
｡
が
､
子
規
は
､
あ
く
ま
で
も
｢写
生
｣

に
固
執
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
段
階
で
子
規
に
可
能
な
真
の

意
味
で
の

｢写
生
｣
は
､
｢ガ
ラ
ス
戸
ノ
外
｣
し
か
な
か
っ
た
の

しんち
ゆう

で
あ
る
｡
麓
は
'
子
規
の
心

中

を

｢ガ
ラ
ス
戸
か
ら
外
が
見
え
る

の
に
興
を
覚
え
ら
れ
た
ら
し
か
っ
た
｣
と
付
度
し
て
い
る
が
､
そ

う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
虚
子
が

｢暖
気
｣
の
た
め
に

し
っら

設
え
て
く
れ
た

｢ガ
ラ
ス
障
子
｣
｢ガ
ラ
ス
戸
｣
の
､
｢暖
気
｣
以

上
の
効
用
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡今
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
｢ガ

ラ
ス
戸
を
題
に
し
て
写
生
｣
し
た
作
品
が
､
俳
句
よ
り
短
歌
に
集

中
し
て
い
る
の
は
'
こ
れ
も
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
子
規
の

関
心
が
よ
り
多
く
短
歌
実
作
に
傾
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

麓
は
､
｢
一
つ
に
は
ま
た
私
に
写
生
と
い
ふ
実
際
教
授
を
し
て

下
さ
ら
う
と
な
さ
れ
た
の
で
も
あ
っ
た
｣
と
も
記
し
て
い
る
｡
子

規
は
､
徹
頭
徹
尾

｢写
生
｣
の
人
で
あ
っ
た
｡
そ
の

｢写
生
｣
の

説
を
良
し
と
す
る
人
々
が
､
俳
人
の
み
な
ら
ず
歌
人
に
も
沢
山
い

て
､
子
規
を
取
り
囲
ん
で
い
た
の
で
あ
る
｡
数
え
年
三
十
六
歳
の

短
い
病
臥
の
生
涯
で
あ
っ
た
が
､
子
規
は
幸
福
な
文
学
者
で
あ
っ

た
｡
多
く
の
門
人
た
ち
と
と
も
に
｢ガ
ラ
ス
戸
ノ
外
｣
を
凝
視
し
､

そ
れ
を
俳
句
に
､
短
歌
に
､
文
章
に
と
形
象
化
し
て
い
っ
た
の
で

みず
か

あ
っ
た
｡
自

ら

の

｢写
生
｣
論
を
駆
使
し
て
｡
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