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ま
ゆ
玉
の
し
だ
れ
ひ
そ
か
に
も
つ
れ
け
り

　

久
保
田
家
で
は
、
毎
年
大
晦
日
に
歌
舞
伎
小
道
具
さ
ん
の
好
意

で
、
紅
白
の
繭
玉
が
飾
り
つ
け
ら
れ
、
華
や
か
さ
の
中
に
来
る
年

を
こ
と
ほ
い
で
い
た
。
師
の
ま
ゆ
玉
の
句
は
、
こ
の
句
集
だ
け
で

も
十
二
句
と
多
い
。

　

掲
句
は
〝
ひ
そ
か
に
〞
を
挟
ん
で
〝
し
だ
れ
〞
と
〝
も
つ
れ
〞

を
配
し
、
淑
気
を
そ
れ
と
な
く
醸
し
出
し
て
い
る
点
が
出
色
で
あ

り
、〝
ひ
そ
か
に
〞
に
孤
愁
が
感
じ
取
ら
れ
ま
す
。

小

菅

礼

子

『
流
寓
抄
以
後
』
昭
和
三
十
六
年



親
一
人
子
一
人
螢
光
り
け
り

　

戦
時
下
、
長
男
耕
一
が
召
集
さ
れ
た
。
そ
の
出
征
に
際
し
て
詠

ま
れ
た
句
だ
。〝
ひ
と
り
の
リ
フ
レ
ー
ン
が
、
静
か
で
哀
し
い
。

一
人
と
一
人
の
命
が
蛍
の
光
に
寂
し
く
投
影
さ
れ
て
い
る
。
独
り

ず
つ
灯
る
命
の
光
は
明
る
く
な
い
。
明
滅
し
な
が
ら
飛
ぶ
蛍
は
、

親
も
一
人
、
子
も
一
人
と
闇
に
消
え
去
る
。
光
と
は
涙
な
の
だ
。

気
が
つ
け
ば
夜
露
に
ぬ
れ
て
い
る
自
分
と
い
う
独
り
の
闇
の
匂

い
。
孤
影
が
闇
の
中
に
鎮
ま
る
。

佐
々
木
良
玄

『
草
の
丈
』
昭
和
二
十
七
年

久
保
田
万
太
郎
�
句



安

立

公

彦

土
用
芽
に
柑
橘
の
香
の
立
つ
あ
は
れ

呼
び
あ
ひ
し
こ
と
な
き
吾
子
に
門
火
焚
く

秋
風
や
真
間
の
継
橋
二
歩
に
越
ゆ

新
涼
の
面
吹
か
る
る
露
坐
仏

早
稲
刈
つ
て
真
砂
女
の
海
を
近
う
せ
り

主

宰

の

句



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

久

保

久

子

秋
麗
や
藍
を
深
め
る
日
本
海

盥
舟
た
ら
ひ
の
底
の
秋
の
声

浜
焼
の
烏
賊
の
香
り
の
虜
か
な

海
鳴
り
の
重
な
る
島
や
夕
芒

大
入
日
海
が
呑
み
こ
む
送
り
盆

老
松
を
夕
日
が
照
ら
す
世
阿
弥
の
忌

中
将
の
面
の
翳
り
や
遠
砧

増
面
の
ロ
ボ
ッ
ト
能
や
秋
と
も
し

漁
火
の
沖
の
賑
は
ひ
流
れ
星

天
領
の
佐
渡
金
山
や
天
高
し

佐

渡



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

陳　

錫

恭

霧
の
夜
の
妻
帰
り
ま
す
流
し
も
と

母
の
日
や
母
の
手
書
き
の
一
茶
の
句

停
電
の
夜
の
只
管
打
坐
遠
蛙

遥
か
な
る
記
憶
人
ご
み
に
シ
ャ
ネ
ル
五
番

聞
こ
え
来
る
ビ
オ
ロ
ン
の
音
や
落
葉
風

村
芝
居
黛
玉
ほ
ん
に
泣
き
に
け
り

古
書
店
に
ひ
そ
む
「
む
か
し
」
や
秋
入
日

ダ
ブ
ル
ス
の
雁
行
陣
や
鳥
渡
る

三
日
月
に
祈
る
安
け
き
夢
の
夜
を

西
行
の
か
こ
ち
涙
や
雨
の
月

身
辺
雑
吟



当

月

集

安
立　

公
彦
選青

田
中
「
秋
田
小
町
」
は
穂
に
出
づ
る

仕
合
せ
と
気
付
か
ぬ
日
々
の
夕
端
居

仏
前
に
供
へ
自
作
の
大
西
瓜

大
安
と
知
り
て
巣
立
つ
か
軒
燕

熱
帯
夜
水
枕
し
て
寝
て
も
み
つ

○

寺
尾
ヱ
ツ
子

折
鶴
の
尾
羽
色
褪
せ
放
生
会

外
郎
を
口
に
含
み
し
残
暑
か
な

秋
旱
松
の
走
り
根
う
ね
り
見
ゆ

梨
剝
く
や
話
ひ
と
と
き
置
き
し
ま
ま

山
国
の
山
の
匂
ひ
や
星
月
夜

○

松

田

千

枝

秋
の
蚊
の
逃
ぐ
る
に
見
す
る
し
た
た
か
さ

菊
膾
大
往
生
の
母
な
り
し

温
め
酒
い
つ
か
大
き
く
な
る
話

秋
日
傘
ま
だ
続
き
ゐ
る
立
ち
話

秋
暑
し
女
を
ん
な
の
劇
場
前

○

棗　

怜

子

白
シ
ャ
ツ
を
粋
に
着
こ
な
し
若
か
ら
ず

噴
水
は
天
ま
で
原
爆
慰
霊
祭

ふ
る
さ
と
の
空
に
雲
湧
き
休
暇
果
つ

日
曜
の
稲
刈
り
真
赤
な
コ
ン
バ
イ
ン

子
が
来
る
は
い
つ
も
稲
穂
の
垂
る
る
頃

○

中

嶋

昌

子

思
ひ
き
り
雲
が
絵
を
か
く
秋
の
天

ニ
コ
ラ
イ
の
鐘
は
色
な
き
風
に
乗
り

一
灯
を
イ
コ
ン
に
献
じ
秋
涼
し

聖
木
て
ふ
実
生
の
楷
樹
天
高
し

爽
籟
や
思
索
に
ふ
け
る
孔
子
像

○

久
本
久
美
子



処
暑
過
ぎ
の
雨
の
日
つ
づ
く
家
居
か
な　

 

東
京　

本
田　
　

保

坂
の
上
に
雲
生
れ
子
規
の
忌
な
り
け
り

梶
の
葉
に
想
ひ
の
丈
を
託
し
け
り

冷
や
か
に
口
き
く
事
も
な
か
り
け
り

美
し
き
雲
を
見
て
を
り
夏
の
果
て　

 

東
京　

藤
代　

寿
峯

盆
僧
の
わ
き
目
も
振
ら
ぬ
歩
み
か
な

夏
の
灯
や
教
師
付
添
ふ
児
童
劇

蟬
鳴
い
て
道
路
補
修
の
人
の
影

暑
に
耐
へ
て
生
き
る
証
の
米
を
と
ぐ　

 

兵
庫　

和
田　

絢
子

市
民
病
院
前
ど
つ
と
人
吐
く
バ
ス
残
暑

夾
竹
桃
の
咲
き
継
ぐ
中
を
退
院
す

若
か
り
し
母
の
行
年
夏
椿

千
貫
神
輿
の
台
輪
四
尺
晩
夏
光
（
神
田
明
神
二
句
）　 

東
京　

後
藤
眞
由
美

秋
思
添
ふ
将
門
彫
り
し
妙
見
像

「
不
朽
体
」
て
ふ
聖
人
の
骨
秋
さ
や
か
（
ニ
コ
ラ
イ
堂
）

秋
騒
雨
鬼
龍
子
伏
す
る
降
棟
（
湯
島
聖
堂
）

隣
り
家
へ
抜
け
る
近
道
茗
荷
の
子　

 

愛
知　

水
島
と
み
子

猫
の
頭
を
撫
で
て
去
り
ゆ
く
盆
の
僧

生
身
魂
飴
ひ
と
つ
に
も
あ
り
が
た
し

地
蔵
会
の
小
さ
き
明
り
や
村
は
ず
れ

手
に
な
づ
る
背
割
り
柱
や
秋
の
声
（
島
崎
藤
村
）　 

東
京　

豊
谷　

青
峰

藤
村
の
姉
住
む
萩
の
四
ツ
目
垣

閉
ざ
さ
れ
し
藤
村
旧
居
軒
忍

終
焉
の
座
敷
の
窓
や
秋
の
風

病
む
ひ
と
の
蒼
き
闘
志
や
つ
く
つ
く
し　

 

神
奈
川　

金
子　
　

輝

耳
と
ほ
く
な
り
て
さ
や
か
や
秋
の
声

 

春
燈
の
句

安
立　

公
彦
選



余

言
安
立
公
彦

　
　

一
灯
を
イ
コ
ン
に
献
じ
秋
涼
し　

 

久
本
久
美
子　

　

ニ
コ
ラ
イ
堂
で
の
作
。
普
通
に
ニ
コ
ラ
イ
堂
と
呼
ん
で
い
る
が
、

正
し
く
は
日
本
ハ
リ
ス
ト
正
教
会
復
活
大
聖
堂
と
辞
書
に
は
あ
る
。

明
治
二
十
四
年
に
建
立
、
関
東
大
震
災
で
被
災
し
、
現
在
の
建
物
は

昭
和
四
年
に
再
建
さ
れ
た
と
い
う
。
イ
コ
ン
は
ギ
リ
シ
ア
教
会
で
礼

拝
の
対
象
と
し
た
聖
画
像
。

　

ニ
コ
ラ
イ
堂
は
周
辺
の
ど
の
地
か
ら
眺
め
て
も
気
持
の
通
い
合
う

建
物
だ
。
そ
れ
は
建
物
の
主
体
を
な
す
ド
ー
ム
の
異
国
情
緒
の
み
な

ら
ず
、
そ
れ
を
越
え
た
も
っ
と
内
面
的
な
も
の
か
ら
来
て
い
る
。
し

か
し
一
歩
教
会
の
中
に
踏
み
入
る
と
、
外
観
の
親
し
み
は
宗
教
建
築

の
持
つ
荘
重
さ
に
一
変
す
る
。

　

こ
の
句
、
上
五
中
七
の
教
会
内
部
で
の
描
写
と
、
下
五
に
見
ら
れ

る
外
観
の
さ
わ
や
か
さ
が
見
ご
と
に
融
合
し
て
い
る
。

　
　

山
国
の
山
の
匂
ひ
や
星
月
夜　

 

松
田　

千
枝　

　

星
月
夜
、
い
い
言
葉
だ
。
こ
う
い
う
言
葉
を
季
語
と
し
た
先
人
の

感
性
を
誇
り
に
思
う
。
そ
の
星
月
夜
の
下
の
世
界
は
山
あ
い
の
村
落

だ
ろ
う
。山
の
匂
い
と
星
明
り
が
心
の
安
ら
ぎ
を
呼
び
戻
す
。山
国
の
、

山
の
、
の
リ
フ
レ
イ
ン
も
心
地
よ
い
。

　
　

秋
の
暮
優
し
き
目
も
て
遺
影
笑
む　

 

桑
原
美
津
子　

　

こ
の
五
句
一
連
の
句
を
見
な
が
ら
、
私
は
斎
藤
茂
吉
の
「
死
に
た

ま
ふ
母
」
を
思
い
出
し
て
い
た
。

　

死
に
近
い
夫
の
命
の
終
焉
を
、
一
縷
の
望
み
を
抱
き
つ
つ
も
、
目

前
の
現
実
を
正
し
く
描
写
し
て
い
る
。「
優
し
き
目
も
て
」
が
浮
い
て

い
な
い
。
こ
の
中
七
に
よ
り
、
亡
き
夫
も
、
作
者
も
、
そ
し
て
こ
の

句
を
見
る
私
た
ち
も
救
わ
れ
る
。

　

桑
原
さ
ん
へ
の
「
余
言
」
は
こ
こ
ま
で
と
し
、
以
下
、
こ
の
欄
を

お
借
り
し
て
悼
句
に
つ
い
て
の
考
え
を
申
し
述
べ
た
い
。

　

身
近
な
人
の
不
幸
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
は
最
大
の
悲
し
み
だ
。

し
か
し
そ
の
こ
と
を
作
品
と
し
て
第
三
者
の
前
に
公
表
す
る
場
合
、

作
者
の
悲
し
み
が
歎
き
の
み
に
終
始
し
て
い
て
は
、
読
む
人
は
同
情

は
す
る
が
俳
句
作
品
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
悲
し

み
が
作
者
の
中
で
俳
句
と
い
う
価
値
あ
る
も
の
に
昇
華
し
て
こ
そ
、

そ
の
句
は
読
む
人
の
心
を
打
つ
作
品
と
な
り
得
る
。

　

む
つ
か
し
い
こ
と
だ
が
、
感
情
を
整
理
し
て
、
そ
の
上
で
な
る
べ



く
具
体
的
に
表
わ
す
こ
と
が
大
切
だ
。「
死
に
た
ま
ふ
母
」
は
、
短
歌

俳
句
の
枠
を
越
え
た
悼
詞
の
古
典
だ
。
一
読
を
お
薦
め
し
た
い
。

　
　

陶
風
鈴
か
ら
ん
と
一
つ
売
れ
残
る　

 

佐
藤　
　

秀　

　
「
陶
風
鈴
か
ら
ん
と
一
つ
」
は
吊
さ
れ
た
風
鈴
の
姿
で
あ
る
。
そ
う

思
っ
た
瞬
間
、「
売
れ
残
る
」
で
大
逆
転
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
中

七
は
売
れ
残
っ
た
陶
風
鈴
の
呼
び
声
で
も
あ
る
。

　

俳
句
は
抒
情
だ
け
で
は
生
き
延
び
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
作
品
が

か
も
す
作
者
の
意
図
し
な
い
お
か
し
み
、
即
ち
滑
稽
さ
と
相
俟
っ
て

こ
そ
後
世
に
伝
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
れ
の
場
合
で

あ
っ
て
も
守
る
べ
き
は
、「
心
の
作
は
よ
し
、
詞
の
作
は
好
む
べ
か
ら

ず
」
と
い
う
芭
蕉
の
言
葉
「
三
冊
子
」
で
あ
る
。

　
　

小
兵
な
る
吾
子
の
背
中
や
蔓
た
ぐ
り　

 

三
代
川
玲
子　

　
「
蔓
た
ぐ
り
」
と
は
聞
き
な
れ
な
い
季
語
だ
。
歳
時
記
の
中
に
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
日
本
大
歳
時
記
に
は
例
句
一
句
と

と
も
に
次
の
よ
う
な
解
説
が
つ
い
て
い
る
。

収
穫
期
を
す
ぎ
て
、
成
長
の
と
ま
っ
た
瓜
類
・
豆
な
ど
の
枯
蔓
を
手

繰
り
抜
く
こ
と
。（
略
）
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
大
勢
い
る
子
供
の

中
で
、
特
に
末
っ
子
の
こ
と
を
言
う
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
解
説
を
読
む
と
、
こ
の
句
は
良
く
分
る
。

　

今
年
わ
が
家
の
ゴ
ー
ヤ
は
実
つ
き
が
悪
か
っ
た
。植
え
時
が
遅
か
っ

た
せ
い
も
あ
る
。
そ
ろ
そ
ろ
伸
び
切
っ
た
蔓
を
棚
か
ら
抜
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
こ
れ
も
「
蔓
た
ぐ
り
」
と
な
る
か
。
ミ
ニ
菜

園
の
作
業
に
、
季
語
を
味
わ
う
愉
し
み
が
一
つ
ふ
え
た
。

　
　

坂
の
上
に
雲
生
れ
子
規
の
忌
な
り
け
り　

 

本
田　
　

保　

　

多
く
の
愛
読
者
に
惜
し
ま
れ
つ
つ
、
司
馬
遼
太
郎
が
逝
っ
た
の
は

平
成
八
年
だ
っ
た
。
没
後
十
二
年
経
っ
て
も
そ
の
著
書
は
読
ま
れ
続

け
て
い
る
と
聞
く
。
彪
大
な
作
品
の
中
の
一
つ
、『
坂
の
上
の
雲
』
は
、

日
本
と
い
う
こ
の
極
東
の
一
小
国
が
、
旧
藩
士
の
力
を
結
集
さ
せ
て
、

大
国
ロ
シ
ア
の
艦
隊
を
壊
滅
さ
せ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
そ

の
中
に
登
場
す
る
正
岡
子
規
の
存
在
は
印
象
深
い
。

　

司
馬
遼
太
郎
は
、『
日
本
語
の
本
質
』
と
い
う
対
話
選
集
の
中
で
、

芭
蕉
と
子
規
を
対
比
し
、
芭
蕉
は
漢
籍
を
基
本
に
置
い
た
「
ま
す
ら

お
ぶ
り
」
の
俳
人
で
、
子
規
は
非
常
に
し
な
や
か
な
も
の
を
表
現
す

る
の
に
適
し
た
「
た
お
や
め
ぶ
り
」
の
詩
人
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。

漢
文
は
レ
ン
ガ
を
積
む
よ
う
な
、
レ
ン
ガ
一
つ
外
し
た
ら
意
味
が
通

じ
な
く
な
る
よ
う
な
論
理
性
を
持
つ
。
日
本
語
は
「
い
ま
か
ら
銀
座

に
ゆ
き
」
ま
で
、結
末
が
分
ら
な
い
。「
ま
す
」
と
つ
く
か
「
ま
せ
ん
」

と
つ
く
か
で
逆
転
す
る
。
と
、
日
本
語
と
漢
文
の
本
質
を
述
べ
て
、

ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
芭
蕉
と
子
規
の
違
い
を
説
い
て
い
る
。

　

こ
の
句
、
子
規
忌
を
小
説
『
坂
の
上
の
雲
』
と
一
体
化
し
て
い
る

の
が
、
今
ま
で
の
子
規
忌
の
句
と
異
な
る
。
正
岡
子
規
の
力
強
い

跫
音
が
聞
え
て
く
る
よ
う
な
一
句
だ
。
ち
な
み
に
子
規
の
生
年
は

一
八
六
七
年
。
同
年
生
れ
に
、
漱
石
、
露
伴
、
紅
葉
が
い
る
。


