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シ
ョ
ウ
ヤ
さ
ん
、
な
ど
と
音
で
聞
い
た
だ
け
で
は
、
イ

マ
ド
キ
の
若
者
に
は
伝
わ
り
に
く
い
言
葉
。
も
は
や
死
語

に
近
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
と
恐
れ
る
ば
か
り
だ
が
、
今

回
は
そ
の
庄
屋
建
築
に
迫
り
ま
す
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
江
戸
期
藩
政
時
代
に
は
、
年
貢
の

徴
収
と
村
の
治
世
を
一
手
に
ま
か
さ
れ
た
庄
屋
は
、
村む

ら

長お
さ

と
し
て
農
の
世
界
に
君
臨
し
て
い
た
。
ご
一
新
の
明
治

（
注
）
を
迎
え
て
、
庄
屋
制
度
は
一
応
の
終
焉
を
迎
え
る

が
、
近
代
に
あ
っ
て
も
各
地
の
庄
屋
は
従
来
の
地
位
を
遺

憾
な
く
発
揮
す
る
こ
と
と
な
る
。
地
主
で
あ
る
こ
と
を
基

盤
と
し
て
造
り
酒
屋
な
ど
の
商
業
ベ
ー
ス
や
、
時
に
は
政

界
に
進
出
す
る
な
ど
、
そ
の
経
済
力
と
発
言
権
は
概
ね
戦

前
期
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
元
庄
屋
が
最
も
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
の
が
、

戦
後
の
社
会
党
政
権
に
よ
る
農
地
改
革
。
収
入
の
基
本
で

あ
っ
た
土
地
を
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
の
経
営
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域
の
村む

ら

長お
さ

と
し
て
の
事
績
に
事
欠
か
な
い
。
ま
た
、
松
尾

芭
蕉
の
母
方
の
里
で
は
な
い
か
と
の
説
も
あ
り
、
歴
史
の

ロ
マ
ン
を
秘
め
た
家
で
も
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
河
内
に
は
小
倉
家
（
旧
大
洲
藩
領
域
）、
中

町
に
は
鳥
居
家
が
左
遷
の
後
入
っ
た
旧
清
水
家
（
現
渡
邉

家
・
池
田
屋
・
写
真
⑩
）
な
ど
も
あ
り
、
宇
和
盆
地
の
庄

屋
遺
構
に
は
事
欠
か
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
の
か
つ
て
の
農
の

象
徴
で
あ
る
庄
屋
建
築
の
集
中
分
布
は
、
全
国
的
に
見
て

も
特
筆
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
米
ど
こ
ろ
宇
和
盆
地
の
文

化
的
景
観
で
あ
る
〝
わ
ら
ぐ
ろ
〟
と
共
に
、
歴
史
文
化
の
豊ほ

う

饒じ
ょ
うさ
が
伝
わ
る
。

　

写
真
④
は
、
威
風
堂
々
、
久
枝
本
多
の
正
月
飾
り
の
際

の
長
屋
門
。
前
面
の
稲
田
に
背
景
の
桧
林
、
絶
妙
の
バ
ラ

ン
ス
で
風
景
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
中
町
の
町
並
み
に
あ

る
元
見
屋
酒
店
は
こ
ち
ら
の
経
営
で
、「
開
明
」
な
ど
の
地

酒
が
人
気
を
博
し
て
い
る
。
旧
国
鉄
誘
致
の
功
績
に
代
表

さ
れ
る
本
多
槙
雄
の
銅
像
が
運
動
公
園
に
建
つ
。

　

写
真
⑤
は
、
野
田
の
浜
田
家
長
屋
門
。
母
屋
は
存
在
し

な
い
が
、
門
を
拝
見
す
る
限
り
、
庄
屋
と
し
て
の
威
厳
は

充
分
に
伝
え
て
い
る
。

　

写
真
⑥
は
、
下
松
葉
の
庄
屋
で
あ
っ
た
大
塚
家
長
屋
門

だ
が
、
国
道
56
号
線
沿
い
に
あ
り
、
門
だ
け
が
個
人
住
宅

と
な
っ
て
い
る
。

　

写
真
⑦
は
、
稲い

の

生う

に
あ
る
旧
大
塚
家
長
屋
門
。
現
在
は

上
甲
家
と
な
っ
て
い
て
、
豪
壮
な
門
だ
け
が
遺
っ
て
い
る
。

間
口
が
宇
和
盆
地
で
は
最
も
長
く
、
そ
の
屋
根
に
は
、
函

棟
と
な
っ
た
雲
龍
の
飾
り
瓦
や
、
隅
棟
に
も
様
々
な
飾
り

瓦
が
乗
り
、
こ
れ
程
の
力
の
入
っ
た
門
が
出
現
し
た
背
景

に
つ
い
て
、
今
後
の
調
査
が
待
た
れ
る
。
今
夏
、
別
件
で
文

化
庁
か
ら
専
門
の
方
が
お
見
え
の
際
、
参
考
に
お
見
せ
し

た
ら
、
全
国
的
に
も
評
価
の
高
い
建
築
物
で
あ
っ
た
。

　

写
真
⑧
。
第
四
十
三
番
札
所
明
石
寺
の
門
前
に
当
た

る
、
明あ

げ

石い
し

庄
屋
の
伊
藤
家
。
長
屋
門
も
備
え
た
屋
敷
構
え

だ
が
、
土
塀
と
大
屋
根
の
母
屋
が
只
な
ら
ぬ
気
配
を
見
せ

て
い
る
。

　

写
真
⑨
。
田
野
中
庄
屋
の
堀
内
家
。
こ
ち
ら
も
上
松
葉

本
多
家
と
同
じ
く
大
銀
杏
が
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
と

な
っ
て
い
る
。
地
区
の
溜
め
池
で
あ
る
松
陰
池
の
築
造

や
、
明
治
初
期
の
田
野
中
大
火
の
際
、
病
身
を
押
し
て
農

家
に
と
っ
て
の
貴
重
な
牛
を
解
き
放
っ
た
逸
話
な
ど
、
地

環
境
は
激
変
す
る
。
ま
だ
そ
れ
で
も
山
林
所
有
に
は
手
が

入
ら
な
か
っ
た
の
で
、
戦
後
し
ば
ら
く
の
住
宅
ブ
ー
ム
な

ど
、
林
業
の
盛
ん
な
時
代
は
、
し
ば
ら
く
は
凌
ぐ
こ
と
が

出
来
た
。
だ
が
、
今
は
米
も
木
も
経
済
的
に
苦
し
い
時
代

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
う
し
た
厳
し
い
条
件
下
で
、
し
か
し
宇
和
盆
地
を
見

渡
す
と
、
今
も
連
綿
と
維
持
さ
れ
、
そ
の
美
し
い
佇
ま
い
が

随
所
に
遺
さ
れ
て
い
て
、
感
動
を
覚
え
る
。
特
に
、
ス
テ
ー

タ
ス
建
築
と
し
て
の
庄
屋
の
門
構
え
を
見
せ
る
長
屋
門
の

在
り
よ
う
に
は
、
時
代
の
奇
跡
を
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
写
真
①
は
西
山
田
の
土
居
庄
屋
に
あ
る
赤
門
。

筆
者
の
故
郷
に
ほ
ど
近
く
、
印
象
的
な
弁
柄
色
の
長
屋
門

は
、
穏
や
か
な
農
村
風
景
の
中
で
凛
と
し
た
風
格
を
漂
わ

せ
て
い
る
。
実
家
に
戻
る
度
に
、
変
わ
ら
ぬ
姿
を
目
に
し

て
ホ
ッ
と
す
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

写
真
②
は
清
沢
地
区
の
辻
家
長
屋
門
。
元
は
、
末
光
家

で
あ
っ
た
が
、
江
戸
期
に
庄
屋
株
の
売
買
が
あ
り
、
伊
方

か
ら
移
っ
て
来
た
辻
家
と
な
る
。
長
屋
門
の
前
に
は
堀
が

掘
ら
れ
て
い
て
、
宇
和
独
特
の
チ
ャ
ー
ト
系
の
赤
茶
け
た

石
積
み
と
共
に
、
庄
屋
と
し
て
の
防
備
の
在
り
方
も
窺
え

る
。
一
方
の
末
光
家
は
、
現
在
、
宇
和
の
町
並
み
保
存
地

区
で
あ
る
中

な
か
の

町ち
ょ
うに
あ
っ
て
、
先
年
私
費
修
復
が
成
り
、
そ

の
歴
史
豊
か
な
佇
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。
末
光
家
が
清
澤

屋
と
呼
ば
れ
る
由
縁
で
も
あ
る
。

　

写
真
③
は
、
上
松
葉
の
本
多
家
。
西
園
寺
の
居
城
で

あ
っ
た
松
葉
城
の
大
手
方
向
に
屋
敷
を
構
え
て
あ
る
が
、

久
枝
本
多
の
分
家
で
あ
る
。
母
屋
、
長
屋
門
、
石
垣
が
烏

か
ら
す

殿で
ん

を
背
景
に
佇
み
、
特
に
晩
秋
と
も
な
れ
ば
大
銀
杏
の
黄

葉
が
、
遠
く
か
ら
で
も
庄
屋
の
居
所
と
確
認
で
き
る
。
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（注）世の中が全く新しくなった、という意味で、明治維新のこと。




