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と
発
言
し
た
と
い
い
ま
す
。
本
音
は
、
果
た

し
て
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
12
回
に
わ
た
り
、
加
納

家
と
一
宮
に
つ
い
て
連
載
を
し
て
き
ま
し

た
。
最
後
に
没
後
１
０
０
年
と
い
う
こ
と
で

久
宜
に
つ
い
て
、
私
の
雑
感
を
記
し
て
終
わ

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
久
宜
と
い
う
人
物
は
多
方
面
に
お
い
て
、

様
々
な
功
績
を
残
し
て
き
た
こ
と
は
こ
れ
ま

で
記
し
て
き
た
通
り
で
す
。
彼
の
考
え
、
根

底
に
あ
っ
た
理
念
は
何
だ
っ
た
の
か
と
考

え
た
と
き
、
そ
れ
は
「
富
国
」
と
明
治
天
皇

へ
の
敬
意
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
明
治
天
皇
へ
の
敬
意
と
い
う
の
は
、
自

伝
を
み
て
も
読
み
取
れ
ま
す
し
、
鹿
児
島
県

知
事
時
代
の
学
校
の
御
真
影
に
ま
つ
わ
る
処

罰
で
あ
る
と
か
、
国
に
先
行
し
て
一
宮
に
お

い
て
明
治
節
（
明
治
天
皇
の
天
長
節
を
公
休

日
と
す
る
こ
と
）
を
導
入
し
た
ら
し
い
こ
と

か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。
国
家
に
対
す
る
強
い

意
識
と
い
う
も
の
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
富
国
を
目
指
す
う

え
で
、
久
宜
が
「
国
政
」
と
い
う
立
場
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
地
域
か
ら
盛
り
上
げ
て

い
こ
う
と
し
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
欧
米
に
倣
っ
た
最
先
端
の
文
化
や

技
術
を
導
入
し
、
富
国
を
地
域
か
ら
興
し
て

い
っ
た
、
ま
さ
に
「
地
方
創
生
」
の
先
駆
け

が
久
宜
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
久
宜
が
、
没
後
１
０
０
年
の
こ
の
年
に
大

河
ド
ラ
マ
に
登
場
す
る
、
そ
し
て
来
年
一
宮

に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
来
る
、
と
い
う
の
は
な

に
か
運
命
的
な
も
の
を
感
じ
ま
す
。皆
さ
ん
、

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
「
加
納
さ
ん
」
の
こ
と
、

一
宮
の
郷
土
の
歴
史
に
触
れ
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

（
文
責
：
町
学
芸
員
　
江
澤
一
樹
）

（
歴
史
特
集
「
加
納
家
と
一
宮
」
終
了
、
次

回
以
降
は
「
ゆ
か
り
の
人
々
」「
文
化
財
」

を
紹
介
し
ま
す
）
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鹿
児
島
県
知
事
時
代
同
様
に
町
の
発
展
の
た

め
に
尽
力
さ
れ
、
一
宮
を
「
模
範
町
村
」
と

い
わ
れ
る
ま
で
に
押
し
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
久
宜
町
長
の
一
宮
に
お
け
る
ご

業
績
が
、
鹿
児
島
や
東
京
・
大
森
で
の
地
域

お
こ
し
の
実
践
経
験
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、

久
宜
公
最
後
の
公
職
で
あ
っ
た
一
宮
町
長
と

し
て
の
お
仕
事
は
、
ま
さ
し
く
久
宜
公
の
生

涯
を
通
じ
て
の
様
々
な
ご
経
験
の
集
大
成
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

久
宜
公
の
生
涯
を
拝
見
す
る
と
、
公
の
ご

関
心
は
、
中
央
政
界
よ
り
も
、
地
方
・
地
域

に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
感
じ
ま
す
。
今
の
日

本
で
は
、
人
口
減
と
高
齢
化
と
い
う
未
曾
有

の
状
況
の
中
で
、
い
か
に
地
方
・
地
域
を
再

建
す
る
か
が
、
最
大
の
課
題
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
久
宜
公
が
生
涯
最
後
の
集
大
成
を
果

た
さ
れ
た
一
宮
町
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
今
こ

そ
、
ひ
た
す
ら
地
域
の
発
展
を
思
い
、
邁
進

さ
れ
た
久
宜
公
の
精
神
を
自
分
た
ち
の
も
の

と
し
て
引
き
受
け
、
こ
の
町
の
持
続
的
発
展

を
実
現
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

公
の
ご
逝
去
よ
り
百
年
を
迎
え
る
今
年
、
皆

様
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
決
意
を
新
た
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
は
加
納
久
宜
元
町
長
の
没
後
百
年
目

に
あ
た
り
ま
す
。
一
宮
町
で
も
様
々
な
記
念

行
事
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
先
日
、

久
宜
公
が
知
事
を
勤
め
ら
れ
た
鹿
児
島
県
で

も
記
念
式
典
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
も
お

伺
い
を
い
た
し
ま
し
た
。

久
宜
公
は
、
幕
末
に
一
宮
藩
主
を
勤
め
ら

れ
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
年
に
か
け
て
は

一
宮
町
長
を
お
勤
め
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
間
、
明
治
30
年
代
に
は
鹿
児
島
県

知
事
の
任
を
担
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

時
期
の
鹿
児
島
県
は
、
西
南
戦
争
の
後
遺
症

か
ら
立
ち
直
れ
ず
、
内
部
抗
争
ば
か
り
が
激

し
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
こ
に
久

宜
公
が
知
事
と
し
て
赴
任
さ
れ
、
一
切
の
党

派
性
を
排
し
た
人
材
登
用
を
行
い
、
農
業
を

中
心
と
し
た
産
業
の
振
興
、
教
育
の
充
実
、

社
会
組
織
の
構
成
な
ど
に
、
文
字
通
り
全
身

全
霊
を
傾
け
て
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
家
産

が
傾
く
こ
と
も
構
わ
ず
、
各
種
施
策
に
私
財

を
投
入
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
甲
斐
あ
っ
て
、
鹿
児
島
県
の
農
業
・
教
育

は
、
格
段
の
成
長
を
示
し
ま
し
た
。

久
宜
公
は
、
そ
の
後
東
京
の
大
森
に
戻
ら

れ
、
そ
こ
で
も
地
域
お
こ
し
の
実
践
を
さ
れ

た
あ
と
、
一
宮
町
民
の
懇
請
に
こ
た
え
て
町

長
を
お
引
き
受
け
に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、 No.33

一宮町長
馬淵 昌也


