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ガ
ラ
ス
戸
の
内
で　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
尾
誠
一
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
　
　
『
竹
乃
里
歌
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

明
治
書
院

　
二
〇
一
六
年
五
月

　
い
わ
く
「
貫
之
は
下
手
な
歌
詠
み
に
て
、『
古
今
集
』
は
つ
ま
ら
ぬ

集
に
有

こ
れ
あ
り
そ
う
ろ
う

之
候
」。
い
わ
く
「『
古
今
集
』
の
長
歌
な
ど
は
箸
に
も
棒
に
も

か
か
ら
ず
」、「
貫
之
と
て
も
（
…
…
）
歌
ら
し
き
歌
は
一
首
も
相
見
え

不も
う
さ
ず
そ
う
ろ
う

申
候
」（『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』）。

　
伝
統
和
歌
と
そ
の
信
奉
者
に
た
い
す
る
異
例
の
論
難
だ
っ
た
。
こ
の
挙

に
出
た
の
は
正
岡
子
規
、
数
え
で
三
二
歳
の
と
き
。
俳
句
改
革
の
次
は
、

い
ざ
日
本
詩
歌
の
聖
域
で
あ
る
、
和
歌
・
短
歌
の
う
え
に
も
新
風
を
吹
き

込
ん
で
や
ろ
う
、
と
怪
気
炎
を
あ
げ
て
い
て
、
す
こ
ぶ
る
威
勢
が
い
い
。

　
だ
が
、
歌
論
は
あ
く
ま
で
歌
論
。
肝
腎
の
実
作
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

子
規
が
実
際
に
ど
ん
な
短
歌
を
制
作
し
て
い
た
か
は
意
外
に
知
ら
れ
て

い
な
い
。
文
学
史
や
文
学
辞
典
の
記
述
を
み
る
と
、
子
規
の
功
績
は
、
短

歌
や
散
文
に
も
及
ぶ
が
、
根
本
は
俳
句
改
革
を
中
心
と
し
た
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
と
い
う
見
方
が
ふ
つ
う
だ
。
や
や
も
す
る
と
、
俳
人
、
批
評
家
と

し
て
は
優
れ
て
い
た
が
、
歌
人
と
し
て
は
い
ま
ひ
と
つ
と
い
う
辛
口
の
意

見
に
出
く
わ
す
こ
と
さ
え
あ
る
。
糸
瓜
を
詠
ん
だ
絶
筆
三
句
は
い
ず
れ
も

俳
句
で
あ
っ
た
し
、
い
か
ん
せ
ん
、
子
規
は
俳
人
で
あ
る
と
い
う
印
象
が

強
い
の
だ
。「
お
そ
ら
く
短
歌
は
子
規
の
作
品
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
で

は
な
か
っ
た
」（
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
）

─
そ
う
割
り
切
っ
て
、
図
書
館

や
書
店
で
本
書
を
見
つ
け
て
も
、
手
を
ひ
っ
こ
め
て
し
ま
う
べ
き
な
の

か
。

　
い
や
、本
書
『
竹た

け
の
さ
と
う
た

乃
里
歌
』　
は
、俳
人
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
子
規
が
、

短
歌
の
詠
み
手
と
し
て
も
、
や
は
り
傑
出
し
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

正
し
く
証
す
る
一
冊
で
あ
る
。
一
首
一
首
を
口
ず
さ
み
、
五
・
七
・
五
・
七
・

七
の
律
動
を
心
に
高
く
低
く
響
か
せ
て
み
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　「
竹
乃
里
歌
」
と
い
う
歌
集
の
名
は
、
詩
人
の
数
あ
る
筆
名
の
ひ
と
つ

「
竹た

け
の
さ
と
び
と

乃
里
人
」
に
由
来
す
る
と
い
う
。
こ
の
た
び
、
明
治
書
院
の
「
和
歌

文
学
大
系
」
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、
歌
人
・
正
岡
子
規
の

全
貌
を
知
る
に
は
う
っ
て
つ
け
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
元
版
は
明
治

三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
、
俳
書
堂
刊
。
子
規
の
没
後
、
自
筆
原
稿
を
も

と
に
弟
子
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
歌
集
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
昭

和
三
十
一
（
一
九
五
六
）
年
、
増
補
版
が
出
て
お
り
、
本
書
が
底
本
と
し

た
の
は
、「
正
岡
子
規
全
歌
集
」
と
し
て
定
評
の
あ
る
、
こ
の
岩
波
版
『
竹

乃
里
歌
』
の
ほ
う
で
あ
る
。
短
歌
二
千
三
百
首
あ
ま
り
を
は
じ
め
、長
歌
、

旋
頭
歌
、
新
体
詩
、
端
唄
も
収
録
。
こ
の
持
ち
重
り
の
す
る
一
書
に
、
詳

細
な
注
を
付
し
、
手
厚
い
解
説
を
寄
せ
た
の
が
、
中
世
和
歌
研
究
者
・
村

尾
誠
一
氏
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
村
尾
誠
一
と
正
岡
子
規
、
こ
の
二
人
の
取
り
合
わ
せ

は
意
外
で
は
な
い
か
。
王
朝
文
化
の
雅
な
る
世
界
に
親
し
む
村
尾
氏
が
、

中
世
か
ら
時
を
う
ん
と
く
だ
っ
た
近
代
の
、
そ
れ
も
「
四
国
の
猿
の
子
猿

ぞ
わ
れ
は
」
と
う
そ
ぶ
く
、
俗
な
る
前
衛
歌
人
の
二
三
九
五
首
（
こ
の
数
、

た
だ
ご
と
で
は
な
い
）
に
綿
密
な
注
釈
を
あ
た
え
る
と
は
！
　
比
喩
が
妥

当
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
村
尾
氏
を
剣
客
に
た
と
え
れ
ば
、
こ
れ
は

も
う
り
っ
ぱ
な
他
流
試
合
で
は
な
い
か
。
ど
ん
な
太
刀
を
く
り
出
し
て
く

る
か
わ
か
ら
な
い
相
手
と
の
、
果
て
し
の
な
い
番
勝
負
と
い
っ
た
風
で
あ

る
。
和
歌
の
緻
密
な
考
証
ぶ
り
で
知
ら
れ
る
氏
の
鋭
い
剣
さ
ば
き
を
も
っ

て
し
て
も
、
覚
悟
の
大
仕
事
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
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本
書
巻
末
の
ゆ
き
届
い
た
解
説
に
よ
れ
ば
、
子
規
の
短
歌
改
革
こ
そ

は
、
千
年
に
お
よ
ぶ
和
歌
・
短
歌
史
の
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
と
い
う
。

勅
撰
『
古
今
集
』
を
規
範
と
す
る
和
歌
伝
統
は
、
近
世
に
な
っ
て
も
「
古

典
主
義
か
ら
逸
脱
し
な
い
故
に
そ
の
世
界
を
保
ち
続
け
」、「
明
治
を
迎
え

て
も
主
流
派
の
旧
派
歌
人
の
手
で
保
持
さ
れ
続
け
」て
き
た
。
要
す
る
に
、

時
勢
が
幾
変
転
し
よ
う
と
、
歌
人
た
ち
は
中
世
和
歌
世
界
の
古
び
た
主
題

や
言
葉
遣
い
に
ひ
た
す
ら
随
順
す
る
の
み
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
よ
う

な
古
典
主
義
の
歪ひ

ず

み
に
村
尾
氏
は
ひ
と
ま
ず
言
及
し
た
う
え
で
、
伝
統
和

歌
に
た
い
す
る
子
規
の
果
敢
な
挑
戦
に
つ
い
て
、
ま
た
歌
人
子
規
に
挑
む

村
尾
氏
自
身
の
気
が
ま
え
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
れ
（
＝
中
世
和
歌
世
界
）
に
対
す
る
反
発
が
子
規
の
主
張
で
あ
り
、
そ

の
実
践
が
『
竹
乃
里
歌
』
の
文
学
史
的
な
第
一
の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
視
座
を
換
え
れ
ば
、
平
安
時
代
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
中
世
和

歌
的
な
世
界
が
終
焉
を
迎
え
る
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
。そ
れ
こ
そ
が
、

中
世
和
歌
の
研
究
者
で
あ
る
私
が
こ
の
歌
集
に
注
を
付
す
こ
と
を
試
み
る

理
由
で
あ
る
。（
本
書
四
四
三–

四
頁
）

　
近
代
の
と
ば
口
ま
で
連
綿
と
つ
づ
い
て
き
た
中
世
和
歌
世
界
は
、
正
岡

子
規
の
登
場
に
よ
っ
て
終
焉
を
迎
え
た
。『
古
今
集
』
以
来
、
さ
ま
ざ
ま

な
振
幅
の
な
か
で
、
洗
練
と
飛
躍
（
あ
る
い
は
停
滞
と
衰
退
）
を
重
ね
て

き
た
伝
統
の
掉
尾
を
飾
る
詩
人
、そ
れ
が
子
規
な
の
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、

定
家
や
正
徹
な
ど
、
伝
統
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
前
衛
を
自
覚
し
、
時
代

の
牽
引
役
た
ら
ん
と
し
た
歌
人
た
ち
に
深
く
魅
せ
ら
れ
て
き
た
村
尾
氏

が
、
子
規
に
巡
り
合
わ
せ
た
の
は
必
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
四
国
・
松
山
生
ま
れ
の
文
人
は
、
破
天
荒
や
反
骨
心
だ
け
で
な

く
、
伝
統
的
な
も
の
に
対
す
る
敬
意
、
お
そ
る
べ
き
造
詣
も
し
っ
か
り
合

わ
せ
も
っ
て
い
た
。
古
典
文
学
者
・
村
尾
誠
一
が
腕
ま
く
り
し
て
注
釈
に

臨
む
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
。

明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
、
前
後
十
回
に
わ
た
る
「
歌
よ
み
に
与

ふ
る
書
」
を
発
表
し
た
あ
と
、
子
規
は
本
格
的
に
短
歌
の
実
作
に
励
む
よ

う
に
な
る
。
過
度
期
ゆ
え
か
、
伝
統
和
歌
の
尾
を
ひ
く
作
品
も
あ
る
が
、

お
や
、
こ
れ
は
と
目
を
見
張
る
の
は
、
や
は
り
子
規
自
身
の
日
常
生
活
を

素
材
と
す
る
歌
だ
。
古
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
心
情
や

物
象
、
短
歌
に
と
っ
て
い
ま
だ
拓ひ

ら

か
れ
て
い
な
い
世
界
が
、
い
よ
い
よ
前

面
に
出
て
く
る
。
そ
の
あ
た
ら
し
さ
を
よ
く
表
す
の
が
、
た
と
え
ば
室
内

か
ら
な
が
め
た
外
の
世
界
を
詠
ん
だ
、「
ガ
ラ
ス
窓
」
と
い
う
連
作
十
二

篇
だ
。
そ
の
み
ず
み
ず
し
い
描
写
を
、い
く
つ
か
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

朝
な
夕
な
ガ
ラ
ス
の
窓
に
よ
こ
た
は
る
上
野
の
森
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

　
冬
こ
も
る
病
の
床
の
ガ
ラ
ス
戸
の
曇
り
ぬ
ぐ
へ
ば
足
袋
干
せ
る
見
ゆ

　

　　
外
界
に
面
し
た
透
明
な
窓
が
あ
り
、
そ
の
向
こ
う
に
は
世
界
が
ひ
ろ

が
っ
て
い
る
。「
上
野
の
森
」
に
さ
ん
さ
ん
と
降
り
そ
そ
ぐ
陽
の
光
も
、

庭
の
物
干
竿
に
ぶ
ら
さ
が
る
「
足
袋
」
の
く
た
び
れ
た
す
が
た
も
、
ま
る

で
絵
の
よ
う
に
、ま
ざ
ま
ざ
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
は
な
い
か
。『
古

今
集
』
な
ど
を
模
倣
す
る
だ
け
の
旧
派
歌
人
と
は
一
線
を
画
す
る
、
子
規

な
ら
で
は
の
精
妙
な
ま
な
ざ
し
・
言
葉
づ
か
い
が
、
わ
た
し
た
ち
の
網
膜

に
あ
ざ
や
か
な
視
像
を
結
ぶ
。〈
写
生
〉
と
い
う
美
術
の
理
念
を
つ
ら
ぬ

い
た
子
規
の
、
面
目
躍
如
と
い
っ
た
感
じ
が
す
る
。

　
明
治
三
十
二
年
十
二
月
、
高
浜
虚
子
の
は
か
ら
い
で
、
子
規
は
自
室
の
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障
子
を
ガ
ラ
ス
戸
に
し
た
。
そ
も
そ
も
は
防
寒
の
た
め
に
設
え
ら
れ
た

「
ガ
ラ
ス
戸
四
枚
」
が
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
眺
望
を
室
内
に
も
た
ら
し
、
子

規
を
驚
喜
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
も
連
作
「
ガ
ラ
ス
窓
」
の
一
首
、

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

を
読
む
だ
け
で
も
、
ま
な
か
い
に
ひ
ら
け
る
見
晴
ら
し
に
子
規
が
目
を
丸

く
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
村
尾
氏
の
語
注
を
記
せ
ば
、

ビ
ー
ド
ロ
は
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
源
と
す
る
ガ
ラ
ス
の
別
名
」。
神
業
な

る
ら
し
は
「
当
時
と
し
て
は
ガ
ラ
ス
窓
は
め
ず
ら
し
く
、
高
価
な
も
の
で

あ
っ
た
」
と
あ
る
。

　
む
ろ
ん
ガ
ラ
ス
窓
と
い
う
舶
来
の
貴
重
品
を
、
た
だ
新
奇
な
モ
ノ
と
し

て
歌
題
に
え
ら
ん
だ
だ
け
な
ら
、
何
で
も
な
い
歌
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
子
規
が
病
臥
の
ひ
と
で
、
畳
す
れ
す
れ
の
高
さ
か
ら
仰
角
ぎ
み
の

視
線
を
外
界
に
投
じ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
胸
に
迫
っ
て
く
る
も
の
が

ち
が
う
。
ほ
ど
な
く
し
て
子
規
は
、
介
添
え
な
し
に
は
寝
返
り
ひ
と
つ
打

て
な
い
身
と
な
る
。
連
作
「
ガ
ラ
ス
窓
」
か
ら
漂
っ
て
く
る
の
は
、
む
し

ろ
生
の
悲
哀
の
よ
う
な
も
の
だ
。

　
最
晩
年
の
二
年
半
あ
ま
り
、
病
室
の
ガ
ラ
ス
戸
を
介
し
て
、
子
規
は
外

界
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
子
規
に
と
っ
て
、
透
か
し
見
る
外
の
世
界

は
、
懐
か
し
さ
に
近
い
思
い
を
さ
そ
う
。
上
野
の
森
も
庭
の
草
花
も
、
子

規
の
歌
で
は
、
心
な
し
か
、
異
郷
の
よ
う
に
距
離
を
お
い
て
な
が
め
ら
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
外
界
と
自
身
と
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
距

離
が
ゼ
ロ
に
な
る
日
は
永
遠
に
来
な
い
と
、
そ
ん
な
予
感
に
た
え
ず
囚
わ

れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
村
尾
氏
も
指
摘
し
て
い
る
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
病
牀
六

尺
」
に
釘
づ
け
の
子
規
は
、「
自
ら
の
生
を
徹
底
的
に
見
つ
め
る
」
し
か

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
自
ら
の
生
と
は
す
な
わ
ち
、
子
規
自
身
の
病

気
の
こ
と
で
あ
る
。
結
核
は
当
時
め
ず
ら
し
い
病
で
は
な
か
っ
た
が
、「
そ

の
病
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
個
人
の
体
験
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
で
あ
り
、
他

人
の
想
像
を
許
さ
な
い
」
と
村
尾
氏
は
力
点
を
打
つ
。
そ
ん
な
誰
の
も
の

で
も
な
い
、
誰
に
も
渡
し
た
く
な
い
、
一
度
か
ぎ
り
の
自
分
の
人
生
を
、

子
規
は
精
魂
こ
め
て
詠う

た

い
あ
げ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
短
歌
に
お
け
る
子
規
の

あ
た
ら
し
さ
だ
っ
た
。

　
こ
の
「
ガ
ラ
ス
窓
」
と
い
う
連
作
が
読
み
手
の
心
を
静
か
に
打
つ
の

は
、
ひ
と
つ
に
は
、
子
規
が
心
情
の
直
接
吐
露
を
避
け
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
余
人
に
は
想
像
を
絶
す
る
肉
体
的
苦
痛
の
な
か
で
、
子
規
は
嘆
き

も
せ
ず
、
恨
み
ご
と
も
い
わ
な
い
。
ど
の
歌
を
読
ん
で
も
凄
惨
な
感
じ
が

し
な
い
。
い
っ
そ
清
々
し
い
ほ
ど
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
自
己
把
握
で
あ

る
。
そ
ん
な
「
ガ
ラ
ス
窓
」
全
十
二
篇
の
う
ち
で
、
評
者
が
一
等
好
き
な

の
は
、
物
干
竿
に
止
ま
っ
た
カ
ラ
ス
の
目
に
映
る
子
規
自
身
の
す
が
た
を

詠
み
こ
ん
だ
次
の
歌
だ
。

物
干
に
来
居
る
鴉
は
ガ
ラ
ス
戸
の
内
に
文
書
く
我
見
て
鳴
く
か

　
書
き
物
を
し
て
い
て
、
ふ
と
物
干
場
に
目
を
や
る
と
、
カ
ラ
ス
が
一
羽
。

そ
れ
を
み
つ
め
て
い
た
子
規
が
、
い
つ
の
間
に
か
カ
ラ
ス
に
み
つ
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
構
図
。
つ
ま
り
ガ
ラ
ス
窓
と
い
う
透
明
な
仕
切
り
を
介

し
て
、
み
つ
め
る
主
体
と
み
つ
め
ら
れ
る
客
体
と
が
、
く
る
り
と
入
れ
替

わ
っ
た
の
だ
。
い
と
も
さ
り
げ
な
く
詠
ん
で
い
る
が
、
ガ
ラ
ス
戸
の
内
に

見
え
た
の
は
、
病
み
臥
し
た
、
ふ
た
目
と
見
ら
れ
な
い
お
の
れ
の
姿
で
は

な
か
っ
た
か
。
こ
ん
な
飄
々
と
風
に
吹
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
も
一
抹
の
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ユ
ー
モ
ア
を
添
え
て
詠
む
の
は
、
並
大
抵
で
は
な
い
。

　
子
規
の
類
い
ま
れ
な
才
能
、
そ
れ
は
自
分
を
離
れ
て
自
分
を
見
る
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
子
規
は
お
そ
ら
く
気
づ
い
て
い
た
の
だ
。
お
の
れ
を
苛

む
病
苦
も
、
何
者
か
の
眼
を
借
り
て
、
適
当
な
距
離
を
置
い
て
な
が
め
れ

ば
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
〈
可
笑
し
み
〉
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
。

カ
ラ
ス
に
鳴
か
れ
た
と
い
う
短
歌
は
可
笑
し
い
。
可
笑
し
く
て
、
で
も
哀

し
い
。
親
友
で
あ
っ
た
夏
目
漱
石
が
、
小
説
第
一
作
の
着
想
の
種
と
し
て

そ
の
ま
ま
拝
借
し
た
と
い
わ
れ
て
も
、
お
も
わ
ず
納
得
し
て
し
ま
い
そ
う

で
あ
る
。
歌
集
『
竹
乃
里
歌
』
を
ひ
も
と
く
と
、こ
ん
な
子
規
独
特
の
ユ
ー

モ
ア
も
、
た
び
た
び
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。

　
最
後
に
申
し
添
え
て
お
く
。
村
尾
氏
に
よ
る
勘
所
を
押
さ
え
た
注
釈
が

と
て
も
よ
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
古
典
に
目
配
り
で
き
る
浩
瀚
な
知
識
。
語

釈
の
、
一
言
一
句
に
い
た
る
ま
で
、
考
え
抜
か
れ
た
言
葉
づ
か
い
。
ま
さ

に
こ
れ
こ
そ
〈
中
世
和
歌
研
究
者
〉
の
真
骨
頂
で
あ
る
と
思
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
住
岳
夫
）


