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●
　
時
う
ど
ん

「
お
、
う
ど
ん
や
、
う
ど
ん
。
ぬ
く
い
の
一
つ
頼
む
わ
。
寒
い
な
ァ
」

「
へ
ぇ
、
ら
っ
し
ゃ
い
。
今
晩
は
ぬ
く
い
よ
う
で
す
な
ァ
」

「
へ
、
あ
あ
、
ぬ
く
い
晩
に
ぬ
く
い
モ
ン
食
う
て
、
ぬ
く
う
す
る
の
が

通
っ
て
も
ん
や
。
お
や
、
ア
ン
タ
は
ん
の
と
こ
の
看
板
変
わ
っ
と
り
よ

る
な
ァ
。
的
に
矢
が
…
、
当
た
っ
と
ら
ん
な
。
ず
い
ぶ
ん
簡
単
な
看
板

や
な
。
丸
が
か
い
て
あ
る
。
あ
あ
、
丸
屋
」

　
な
ん
だ
か
、
昨
日
の
晩
見
た
よ
う
に
は
う
ま
く
い
か
な
い
。

「
と
、
う
ど
ん
は
ま
だ
や
な
…
」

「
火
、
つ
い
今
落
と
し
て
し
ま
い
ま
し
て
ん
」

「
ほ
う
か
、
ま
、
う
ど
ん
は
ど
っ
し
り
構
え
て
食
う
も
ん
や
か
ら
な
。

蕎
麦
み
た
い
に
、
お
い
、
言
う
た
ら
、
ア
イ
ヨ
、
と
出
て
来
て
手
に
取

る
が
早
い
か
食
い
終
っ
と
る
よ
う
な
も
ん
は
、
感
心
せ
ん
よ
な
」

　
ぶ
つ
ぶ
つ
と
一
人
ご
ち
な
が
ら
、
う
ど
ん
が
出
て
く
る
の
を
今
か
今

か
、
と
待
っ
た
。

「
お
待
ち
ど
う
」

「
お
、
来
よ
っ
た
来
よ
っ
た
。
こ
の
割
り
箸
が
…
、
割
れ
へ
ん
な
。
あ

あ
、
途
中
か
ら
折
れ
て
し
も
た
。
こ
こ
は
、
丼
が
…
、
ひ
び
は
い
っ
と

る
。
ま
、
こ
の
縁
の
尖
り
具
合
が
鋸
の
代
わ
り
に
も
使
え
る
か
ら
え
え

わ
。
ど
れ
ど
れ
、
う
ど
ん
は
や
っ
ぱ
り
出
汁
や
な
。
…
生
臭
ァ
。
煮
干

し
や
け
ど
、
え
ら
い
ぬ
る
い
上
に
腹
取
っ
て
へ
ん
の
と
ち
ゃ
う
か
。
い

や
い
や
、
う
ど
ん
は
こ
の
太
さ
…
。
え
ら
い
細
い
な
」

「
う
ち
は
蕎
麦
屋
で
す
ね
ん
」

「
あ
あ
、
蕎
麦
屋
だ
っ
た
ん
か
。
ま
、
細
い
方
が
出
汁
と
よ
ぉ
絡
ま
っ

て
え
え
わ
、
蕎
麦
い
う
た
ら
チ
ク
ワ
や
な
。
こ
の
チ
ク
ワ
が
厚
い
…
。

え
ら
い
薄
い
な
。
向
う
が
透
け
て
見
え
と
る
わ
。
も
っ
と
も
厚
く
切
っ

た
か
て
麩
を
入
れ
て
る
所
も
あ
り
よ
る
し
な
、
ア
ン
タ
は
ん
の
と
こ

は
、
あ
ー
、
ホ
ン
マ
も
ん
の
麩
や
わ
」

　
う
ど
ん
の
は
ず
が
蕎
麦
だ
っ
た
り
、
誉
め
よ
う
と
す
る
端
か
ら
誉
め

る
所
が
な
か
っ
た
り
し
て
、
ち
っ
と
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
が
、
何

と
か
食
い
終
わ
り
、
い
よ
い
よ
勘
定
と
言
う
時
。

「
ご
ち
そ
う
さ
ん
」

「
お
お
き
に
。
十
六
文
に
な
り
ま
す
」

「
よ
し
よ
し
、
手
を
出
し
。
え
ら
い
こ
ま
か
い
ん
や
」

　
そ
し
て
一
枚
一
枚
数
え
な
が
ら
主
人
の
手
に
銭
を
置
い
て
い
っ
た
。

八
つ
ま
で
数
え
た
と
き
、
男
が
尋
ね
た
。

「
と
こ
ろ
で
今
何
刻
や
ろ
」

「
四
つ
で
す
わ
」

「
五
つ
、
六
つ
、
七
つ
…
」

　
以
下
次
号
に
続
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
了
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【
由
来
・
成
立
】

　
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
年
）
の
笑
話
本
『
軽
口
初
笑
』
の
「
他

人
は
喰
よ
り
」
が
元
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
様
の
話
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
年
）『
坐

ざ
し
ょ
う
み
や
げ

笑
産
』
の
「
あ
ま

酒
」、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）『
富ふ

く

き

た

る

久
喜
多
留
』
の
「
甘
酒
」、
安
永

二
年
（
一
七
七
三
）『
芳
野
山
』
の
「
夜
鷹
蕎
麦
」
な
ど
に
も
見
ら
れ

ま
す
。

【
ウ
ン
チ
ク
】

　
時
蕎
麦
落
語
の
後
半
部
分
を
、上
方
落
語
の
時
う
ど
ん
で
パ
ロ
デ
ィ

に
し
ま
し
た
。

　
こ
の
落
語
は
、
そ
も
そ
も
時
う
ど
ん
の
方
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
原
話
と
さ
れ
る
『
軽
口
初
笑
』
の
「
他
人
は
喰
よ
り
」
で
は
、
蕎

麦
切
り
で
す
が
、
勘
定
を
す
る
段
階
で
一
文
足
り
な
い
こ
と
に
気
付

い
て
、
時
刻
を
聞
い
て
ち
ょ
う
ど
い
い
時
分
で
あ
っ
た
た
め
そ
れ
に

乗
じ
て
誤
魔
化
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。『
芳
野
山
』
の
「
夜
た
か
そ

ば
」
も
同
じ
く
手
持
ち
が
足
り
な
い
の
に
後
で
気
づ
く
パ
タ
ー
ン
で

す
。

　『
坐
笑
産
』
の
「
あ
ま
酒
」
の
ほ
う
は
、
注
文
よ
り
前
に
一
文
足
り

な
い
こ
と
に
気
付
い
て
い
て
、
端
か
ら
騙
す
つ
も
り
の
パ
タ
ー
ン
で

す
。

　
落
語
に
な
っ
た
時
蕎
麦
の
ほ
う
は
、
蕎
麦
屋
を
褒
め
ち
ぎ
っ
て
代

金
を
誤
魔
化
す
と
こ
ろ
を
目
撃
し
た
男
が
、
自
分
も
真
似
し
よ
う
と

し
て
余
計
に
金
を
払
う
羽
目
に
な
り
ま
す
が
、
先
の
男
が
端
か
ら
騙

す
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
落
語

の
ネ
タ
へ
と
変
わ
っ
た
時
に
、
こ
の
「
端
か
ら
騙
す
つ
も
り
」
な
の

に
、
蕎
麦
を
褒
め
る
く
だ
り
か
ら
始
ま
っ
て
勘
定
ま
で
、
登
場
人
物

が
見
た
通
り
に
再
現
し
よ
う
と
し
て
も
出
来
な
い
、
す
べ
て
が
掛
け

違
っ
て
い
く
と
こ
ろ
が
面
白
み
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

　
一
方
、
上
方
ネ
タ
の
「
時
う
ど
ん
」
の
ほ
う
は
、
友
人
二
人
が
妓

楼
を
冷
や
か
し
に
行
っ
た
帰
り
、
余
り
の
寒
さ
に
う
ど
ん
を
食
お
う

と
持
ち
掛
け
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
兄
貴
分
の
方
が
食
べ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
し
て
勘
定
の
時
に
一
文
誤
魔
化
し
ま
す
。
こ
れ
も
先
に
二
人

の
持
ち
分
を
合
わ
せ
て
も
一
文
足
り
な
い
の
が
判
っ
て
い
て
、
端
か

ら
騙
す
つ
も
り
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
話
の
方
か
ら
も
引

き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
騙
す
罪
悪
感
か
、
そ
れ
と
も
店
主

の
意
識
を
逸
ら
す
た
め
か
、
う
ど
ん
を
褒
め
ち
ぎ
る
や
り
と
り
が
、

時
蕎
麦
に
比
べ
て
ぎ
り
ぎ
り
の
所
を
危
う
く
切
り
抜
け
る
様
が
よ
り

人
間
臭
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
個
人
的
に
調
べ
た
限
り
で
は
、
時
う
ど
ん
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
、
そ

う
で
な
い
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
恐
ら
く
は
屋
台
か
ら
何
か
を
買

う
の
が
ベ
ー
ス
で
、
そ
れ
は
演
者
に
よ
っ
て
う
ど
ん
だ
っ
た
り
、
蕎
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●
　
ろ
く
ろ
首

　
お
暑
ぅ
ご
ざ
い
ま
す
。
エ
ェ
、
此
の
間
中
は
、
蒸
し
蒸
し
と

し
て
、
寝
ら
れ
な
い
、
と
言
う
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
そ
ん
な
暑
い
日
に
は
、
こ
ん
な
話
も
オ
ツ
な
も
の
で
は
。

　
与
太
郎
が
、
伯
父
で
あ
る
甚
兵
衛
の
表
店
へ
訪
ね
て
来
ま
し

た
。

「
こ
ん
に
ち
わ
ぁ
」

「
ア
ア
、お
前
さ
ん
か
い
な
、え
ぇ
と
こ
へ
来
た
、ま
ぁ
上
が
り
ぃ

な
」

「
へ
ぇ
、
上
げ
さ
し
て
も
ら
い
ま
す
」

　
さ
て
、
甚
兵
衛
、
こ
の
与
太
郎
に
「
婿
養
子
に
行
か
な
い
か
」

と
縁
談
を
す
す
め
ま
す
。
与
太
郎
の
方
も
び
っ
く
り
仰
天
。
何

し
ろ
こ
の
男
、
二
十
五
に
な
っ
て
も
独
り
身
で
、
ぶ
ら
ぶ
ら
遊

ん
で
暮
ら
し
て
る
。
伯
父
を
『
あ
ん
た
』
呼
ば
わ
り
に
、
兄
嫁

が
色
っ
ぽ
く
御
膳
で
兄
貴
に
酌
を
す
る
姿
を
羨
ま
し
が
り
『
嫁

が
欲
し
い
』
と
宣
え
ば
、
甚
兵
衛
が
『
し
か
し
、
ど
う
し
て
食

わ
せ
る
？
』
と
、
き
く
の
を
『
箸
と
茶
碗
』
な
ん
て
こ
た
え
る

始
末
。
先
か
ら
働
こ
う
な
ん
ざ
考
え
な
い
も
ん
だ
か
ら
つ
い
こ

の
間
も
説
教
を
頂
戴
し
た
と
こ
で
。

「
何
で
っ
か
？
　
こ
ん
な
パ
ッ
パ
ラ
パ
ァ
な
人
間
、
も
ろ
た
ろ

言
ぅ
人
い
て
ま
ん
の
ん
？
」

「
そ
れ
が
い
て
る
ん
や
。
…
…
商
売
が
紙
屋
さ
ん
や
。
財
産
が

そ
こ
そ
こ
あ
っ
て
、
借
家
も
ぎ
ょ
う
さ
ん
持
っ
て
は
る
立
派
な

家う
ち

や
。
娘
さ
ん
も
綺
麗
な
人
や
」

「
へ
ぇ
〜
、
別
嬪
さ
ん
だ
っ
か
」

「
町
内
で
も
今
小
町
と
言
わ
れ
て
る
ほ
ど
の
別
嬪
さ
ん
や

な
ぁ
。
た
だ
、
言
ぅ
と
か
な
あ
か
ん
の
は
、
こ
の
娘
は
ん
に
は

一
つ
だ
け
キ
ズ
が
あ
ん
ね
ん
」

「
な
ぁ
、
そ
ら
そ
や
ろ
。
わ
た
い
を
も
ろ
た
ろ
言
ぅ
人
や
、
普

通
の
人
や
な
い
と
は
思
い
ま
し
た
。
そ
の
キ
ズ
言
ぃ
ま
ひ
ょ
か
、

当
て
ま
ひ
ょ
か
」

　
と
、
言
い
た
い
放
題
、
折
角
婿
に
迎
え
て
く
れ
よ
う
と
い
う

人
を
、
散
々
に
け
な
し
ま
す
。
流
石
に
間
を
取
り
持
と
う
と
言

う
甚
兵
衛
も
、
聞
い
て
い
ら
れ
な
く
な
り

「
ち
ょ
っ
と
黙
っ
て
聞
い
て
な
は
れ
。
そ
の
キ
ズ
と
い
う
の
は

…
…
昼
間
は
何
と
も
無
い
ね
ん
け
ど
、
時
計
の
針
が
丑
三
つ
時

に
手
が
届
こ
ぉ
か
と
い
う
時
分
に
な
る
と
…
…
…
」
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【
由
来
・
成
立
】

　
　
明
治
三
十
八
年
に
三
遊
亭
円
左
が
新
作
と
し
て
上
演
し
ま
し
た
。

万
延
二
年
（
一
八
六
一
）
の
桂
か
つ
ら
し
ょ
う
こ
う

松
光
の
ネ
タ
帳
『
風
流
昔
噺
』
の
「
源

兵
衛
養
子
の
世
話
但
シ
く
び
の
出
入
ニ
こ
ま
る
」
が
元
ネ
タ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

【
ウ
ン
チ
ク
】

　『
倭
漢
三
才
図
会
』
に
よ
れ
ば
『
飛
頭
蛮
』
の
項
に
「
大だ
い
し
ゃ
ば
こ
く

闍
婆
国
（
今

の
ジ
ャ
ワ
島
）」
に
昼
は
普
通
の
人
と
変
わ
ら
な
い
が
、
夜
に
な
る
と

頭
が
飛
ぶ
人
が
居
る
、と
言
う
話
が
載
っ
て
い
ま
す
。頭
だ
け
で
な
く
、

両
手
が
飛
ぶ
人
、
耳
を
翼
の
よ
う
に
し
て
飛
ぶ
人
、
な
ど
諸
説
あ
る
、

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
で
の
ろ
く
ろ
首
は
、
首
が
完
全
に
胴
体
か
ら
離
れ
る
パ
タ
ー
ン

と
、
体
と
頭
が
細
い
糸
の
よ
う
な
首
で
繋
が
っ
て
い
る
パ
タ
ー
ン
が
あ

る
よ
う
で
す
。

　
首
が
胴
体
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
も
の
は
『
飛ひ
と
う
ば
ん

頭
蛮
』
や
『
抜
け
首
』、

『
生
首
』
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、『
飛
頭
蛮
』（
尸
頭
蛮
と
も
）
は
中
国
か

ら
伝
わ
っ
て
き
た
名
称
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

面
白
い
の
は
、『
倭
漢
三
才
図
会
』
の
説
明
で
は
首
だ
け
が
飛
ぶ
話
が

さ
れ
て
い
る
の
に
、
挿
絵
は
首
と
胴
体
が
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
ろ
く
ろ
首
が
文
書
に
表
れ
て
く
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら

で
す
。

　
確
認
で
き
た
資
料
と
し
て
一
番
古
い
の
は
、
俳
諧
集
で
あ
る
『
鷹
筑

波
』（
寛
永
十
九
年
［
一
六
四
二
］）
に
お
け
る
一
首
で
す
。

　
そ
の
後
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
出
さ
れ
た
絵
草
紙
『
曾
呂
利

物
語
』
の
巻
第
一
に
載
っ
て
い
る
「
女
の
ま
う
ね
ん
迷
ひ
あ
り
く
事
」

に
始
ま
り
、
百
物
語
、
随
筆
、
そ
し
て
小
咄
に
も
ろ
く
ろ
首
が
登
場
し

ま
す
。

　
百
物
語
の
体
裁
を
取
っ
た
怪
談
系
の
草
紙
と
し
て
は
、『
古
今
百
物

語
評
判
』
巻
之
一
「
絶
岸
和
尚
肥
後
に
て
轆
轤
首
見
給
ひ
し
事
」（
貞

享
三
年
［
一
六
八
六
］）、『
太
平
百
物
語
』
巻
四
「
三
十
六
　
百
々
茂

右
衛
門
ろ
く
ろ
首
に
逢
し
事
」（
享
保
十
七
年
［
一
七
三
二
］）、『
新

説
百
物
語
』
の
「
見
せ
ふ
見
せ
ふ
と
い
ふ
化
物
の
事
」（
明
和
四
年

［
一
七
六
七
］）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　『
曾
呂
利
物
語
』
は
首
だ
け
、『
古
今
百
物
語
評
判
』
の
ろ
く
ろ
首
は

首
が
伸
び
た
の
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、『
太
平
百
物
語
』
は
首
だ
け

が
見
え
た
の
で
伸
び
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
、『
新
説
百
物
語
』
は

首
だ
け
の
記
述
に
な
っ
て
お
り
、「
ろ
く
ろ
首
」
に
は
首
が
伸
び
る
パ

タ
ー
ン
と
首
だ
け
の
パ
タ
ー
ン
の
ど
ち
ら
も
が
あ
る
こ
と
が
判
り
ま

す
。

　
十
返
捨
一
九
の
『
列
国
怪
談
聞
書
帖
』（
享
和
二
年
［
一
八
〇
二
］）、

『
怪
物
輿
論
』（
享
和
三
年
［
一
八
〇
三
］）
も
怪
談
系
の
草
紙
で
、『
列

国
怪
談
聞
書
帖
』
の
中
で
書
か
れ
る
ろ
く
ろ
首
は
、
人
を
殺
め
た
自
分
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●
　
初
天
神

　
羽
織
を
作
っ
た
ば
か
り
で
、
あ
ち
こ
ち
に
見
せ
び
ら
か
し
た
く
て
堪

ら
な
い
男
。
折
角
だ
か
ら
と
初
天
神
で
お
参
り
に
行
こ
う
と
思
い
立

つ
。
が
、
い
ざ
か
み
さ
ん
に
羽
織
を
出
し
て
も
ら
っ
て
出
か
け
よ
う
と

す
る
と
、
息
子
も
一
緒
に
連
れ
て
行
け
と
言
う
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
息
子
、
外
へ
出
れ
ば
悪
戯
放
題
で
あ
ち
こ
ち
か
ら
苦

情
ば
か
り
。
口
を
開
け
ば
生
意
気
な
口
を
聞
く
困
っ
た
子
供
。
父
親
と

し
て
は
初
天
神
に
か
こ
つ
け
て
、
厳
し
い
懐
を
何
と
か
や
り
く
り
し

た
へ
そ
く
り
で
ち
ょ
っ
と
寄
り
道
な
ん
ぞ
を
し
よ
う
か
と
言
う
魂
胆
。

キ
ュ
ッ
と
一
杯
引
っ
掛
け
よ
う
か
、
そ
れ
と
も
美
味
い
も
の
で
も
抓
も

う
か
、
と
頭
の
中
で
描
い
て
い
た
計
画
が
、
子
連
れ
と
な
っ
た
ら
水
の

泡
。
や
だ
よ
、
イ
ヤ
だ
よ
、
と
断
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
息
子
本

人
が
現
れ
る
。

「
ど
っ
か
行
く
ン
な
ら
、
オ
イ
ラ
も
連
れ
て
っ
て
」

　
と
来
た
。
仕
事
だ
と
誤
魔
化
し
た
が
、

「
嘘
だ
よ
。
お
父
ち
ゃ
ん
、
今
日
仕
事
あ
ぶ
れ
た
の
知
っ
て
ん
だ
い
」

　
と
来
る
。
と
ど
め
が

「
大
人
し
く
頼
ん
で
る
内
に
連
れ
て
き
ゃ
ぁ
た
め
に
も
な
る
の
に
」

　
な
ど
と
、
ま
こ
と
子
供
ら
し
く
な
い
口
を
聞
く
。
こ
の
ま
ま
放
っ
て

お
い
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
悪
さ
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
根
負
け

し
て
連
れ
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
が
、新
し
い
着
物
も
な
い
、何
か
買
っ

て
と
い
う
の
も
禁
止
だ
と
言
え
ば
、

「
ち
ぇ
、
な
ん
だ
い
。
お
父
ち
ゃ
ん
が
酒
ば
っ
か
り
飲
ん
で
る
か
ら
だ

よ
。
な
ん
か
入
れ
替
え
す
る
も
の
な
い
の
か
い
？
」

　
と
、
質
入
し
て
金
の
工
面
を
し
て
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
様
子
だ

か
ら
、
恐
ろ
し
い
。

　
と
に
も
か
く
に
も
息
子
を
連
れ
て
天
神
様
へ
お
参
り
に
出
発
す
る

と
、案
の
定
大
福
買
っ
て
、と
始
ま
っ
た
。
大
福
は
毒
だ
か
ら
ダ
メ
だ
、

と
言
え
ば
、
次
は
蜜
柑
と
来
る
。
蜜
柑
も
ダ
メ
だ
と
言
え
ば
、
羊
羹
を

買
っ
て
お
く
れ
よ
、
と
次
第
に
高
い
も
の
を
挙
げ
て
く
る
。
羊
羹
は
高

い
か
ら
大
毒
だ
、
と
言
え
ば
、
高
い
と
毒
な
ん
だ
、
と
の
返
事
。
こ
の

子
は
何
も
か
も
判
っ
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
一
抹
の
恐
ろ

し
さ
を
感
じ
る
父
親
だ
っ
た
。
せ
め
て
子
供
ら
し
い
も
の
を
ね
だ
れ
、

と
言
え
ば
、
子
供
ら
し
い
も
の
っ
て
な
ん
だ
い
？
　
と
ま
こ
と
に
可
愛

ら
し
く
き
ょ
と
ん
と
し
た
顔
で
聞
い
て
く
る
。

　
何
だ
、
子
供
は
所
詮
子
供
じ
ゃ
な
い
か
、
と
安
心
し
て
飴
の
よ
う
な

も
の
だ
と
言
う
と
、即
座
に
後
ろ
に
あ
る
か
ら
買
っ
て
、と
言
い
出
す
。

ま
さ
か
店
が
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
父
親
は
、
間
の
悪
い
所
に
い
や

が
る
と
ぼ
や
く
し
か
な
い
。
仕
方
な
く
店
主
が
嫌
が
る
ほ
ど
一
番
大
き

い
飴
を
吟
味
し
て
買
っ
て
や
っ
た
。

　
し
ば
ら
く
は
飴
が
口
の
中
に
あ
る
か
ら
、
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
が
、
今
度
は
息
子
が
わ
ざ
と
ぬ
か
る
み
の
中
を
歩
い
て
、
泥
を
跳
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【
由
来
・
成
立
】

　
安
永
二
年（
一
七
七
三
）『
聞き
き
じ
ょ
う
ず

上
手
』の「
凧
」が
原
話
と
見
ら
れ
ま
す
。

　
上
方
落
語
の
笑
福
亭
系
の
祖
と
い
わ
れ
る
、初
代
松
富
久
亭
松
竹(

生

没
年
不
詳)

が
落
語
に
ま
と
め
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
松
竹
は
少
な
く
と
も
文
政
年
間
（
一
八
一
八
〜
三
〇
）
以
前
の
人
と

さ
れ
る
の
で
、
こ
の
噺
は
大
坂
で
は
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
〜
一
八
）

に
は
も
う
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

【
ウ
ン
チ
ク
】

　
現
在
で
は
途
中
の
「
飴
が
お
な
か
の
中
に
落
っ
こ
ち
た
」
で
終
わ
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
買
う
の
を
散
々
渋
っ
た
く
せ
に
、
結
局
凧
あ

げ
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
父
親
に
、
子
供
が
大
人
の
口
癖
を
真
似
し

て
「
こ
ん
な
こ
と
な
ら
お
父
ち
ゃ
ん
連
れ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
」

と
言
う
サ
ゲ
は
、
小
生
意
気
な
台
詞
で
す
が
、
拗
ね
た
子
供
の
精
一
杯

の
強
が
り
の
よ
う
で
も
あ
っ
て
微
笑
ま
し
く
て
好
き
で
す
。

　
凧
は
上
方
で
は
「
イ
カ
の
ぼ
り
」、略
し
て
「
イ
カ
」、関
東
で
は
「
タ

コ
」
と
呼
ん
だ
そ
う
で
す
。
他
の
地
域
で
は
、
ハ
タ
、
タ
カ
な
ど
と
も

呼
ば
れ
て
い
た
と
か
。『
嬉
遊
笑
覧
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
通
り
本
当
に

イ
カ
の
形
だ
っ
た
そ
う
で
す
。『
近
世
風
俗
志
』
で
は
縄
や
紙
で
足
を

付
け
た
格
好
が
イ
カ
や
タ
コ
の
よ
う
に
見
え
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と

書
い
て
い
ま
す
。

　
凧
の
形
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
自
分
な
ど
は
角
形

を
し
た
凧
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
す
が
、
最
近
は
ゲ
イ
ラ
カ
イ
ト
な
ど

の
ス
ポ
ー
ツ
カ
イ
ト
や
、
人
の
形
を
し
て
ま
る
で
空
中
を
泳
い
で
い
る

よ
う
な
凧
の
他
、
カ
ラ
フ
ル
な
模
様
と
形
の
多
様
な
凧
が
見
ら
れ
ま

す
。
試
し
に
某
電
脳
通
販
で
検
索
し
て
み
た
と
こ
ろ
、所
謂
角
形
の「
和

凧
」
の
方
が
希
で
し
た
。（
マ
ジ
に
立
体
の
タ
コ
や
イ
カ
の
凧
が
あ
る

ん
だ
け
ど
…
…
。
び
っ
く
り
…
…
。）

　
錦
絵
な
ど
を
見
る
と
、角
形
の
凧
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
他
、奴
凧
、

鳶
凧
、
六
角
、
丸
な
ど
色
々
な
形
の
凧
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
凧
の
表

に
は
、
現
在
の
も
の
に
も
負
け
な
い
ほ
ど
、
カ
ラ
フ
ル
な
絵
柄
や
、
文

字
を
意
匠
化
し
た
デ
ザ
イ
ン
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　
凧
は
世
界
中
に
あ
り
、
中
国
な
ら
紀
元
前
三
世
紀
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は

前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
で
使
わ
れ
て
い
た
と
か
。
中
国
か
ら
日
本
に
伝

わ
っ
て
き
た
の
は
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
『
和
名
類
聚
抄
』
に
記
述
が

あ
る
の
で
、
そ
の
頃
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
紙し
ろ
う
し

老
鴟
」、
あ
る
い
は

「
紙し
え
ん鳶
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
名
の
通
り
、
紙
で
作
っ
た
鳥
（
鳶
）
の
形

を
し
て
い
ま
し
た
。
中
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
も
、
本
来
は
玩
具
で
は
な

く
、
気
象
観
測
や
軍
事
目
的
で
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
ま
た
作
中
の
「
う
な
り
」
は
、
方
形
の
凧
の
、
上
の
二
隅
に
渡
し
た

鯨
髭
を
、
凧
を
や
や
弓
な
り
に
反
ら
せ
る
よ
う
に
ぴ
ん
と
張
っ
た
も
の

で
、
風
に
当
た
る
と
ぶ
う
ん
と
音
が
鳴
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
音
が
ま

る
で
雷
の
よ
う
だ
、
と
言
う
俳
句
も
あ
っ
た
と
か
。
作
中
で
父
親
が
う

53



* お願いとおことわり *
　本 PDF は試し読みのために作成いたしました。

　刊行年の古いものは、当時と現在の製作環境の違い

により、実際の頒布物の見た目と異なる場合がござい

ます。

　また、試し読みでは、頒布物の全作品をサンプルに

している場合と、当時の原稿が手元にないなどの事情

で、一部作品のみサンプルとしている場合がございま

すので、あらかじめご了承くださいませ。

　なお、有償無償を問わず、本 PDF の内容を、ご自分

の作成物として一部、または全てを再配布する、ある

いは本 PDF を有償にて再配布する行為はご遠慮くださ

いますようお願いいたします。

作成：寝床屋
URL: http://wwbtd.mods.jp/nedocoya/
Mail: nedocoya@gmail.com
Twitter: @nedocoya4pr


