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自
動
化
さ
れ
た
　
「
物
語
」
　
か
ら
逃
れ
る
た
め
に

1

国

語

の

授

業

で

な

に

を

す

べ

き

か

　

-

一
自
動
化
さ
れ
た
物
語
の
誘
惑

一
、
一
　
「
ち
び
く
ろ
さ
ん
ぽ
」
　
の
「
物
語
」

以
前
、
r
ち
び
く
ろ
さ
ん
は
」
　
に
つ
い
て
調
べ
た
と
き
、
論
争
の
錯
綜
と
し

た
状
況
に
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
私
が
驚
い
た
の
は
、
こ
の
論
争
に
加
わ
っ
た

人
々
が
、
対
象
と
な
る
テ
ク
ス
ト
を
精
査
せ
ず
に
論
じ
て
い
る
場
合
が
多
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
出
版
さ
れ
た
　
「
ち
び
く
ろ
さ
ん
は
』
　
の
種
類
は
相
当

の
数
に
上
る
。
日
収
も
有
名
な
岩
波
本
に
し
て
も
、
大
幅
な
改
変
が
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
い
う
事
を
無
視
し
た
議
論
が
多
く
あ
っ
た
。
極
端
な
場
合
、
あ
る
人
間
が

原
書
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
に
、
彼
と
論
争
し
て
い
る
側
が
岩
波
本
を
基
に

し
て
反
論
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

私
は
、
r
ち
び
く
ろ
さ
ん
は
』
　
に
ま
つ
わ
る
論
争
を
調
べ
た
結
果
、
次
の
よ

う
な
確
信
を
持
っ
た
。
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
専
門
家
を
含
め
た
評
論
す
る
人
々

さ
え
も
、
作
品
の
こ
と
ば
に
正
対
せ
ず
、
既
に
流
布
さ
れ
た
作
品
解
釈
に
影
響

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
二
つ
め
は
、
特
に
児
童
文
学
の
場
合
そ
の
傾
向
が
強
い

が
、
同
じ
く
作
品
の
こ
と
ば
に
正
対
せ
ず
、
自
己
の
内
部
に
既
に
あ
る
解
釈
図

式
を
安
易
に
利
用
し
て
作
品
を
論
じ
て
し
ま
う
こ
と
、
三
つ
め
は
作
品
の
こ
と

難
　
　
波
　
　
博
　
　
孝

ば
に
着
冒
し
た
論
で
あ
っ
て
も
、
作
品
の
中
か
ら
こ
と
ば
を
慾
意
的
に
選
択
し

て
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
結
局
外
側
な
い
し
は
自
己
の
内
側
の
解
釈
図
式
に

安
易
に
乗
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
　
(
解
釈
図
式
を
牽
強
す
る
材
料
に
使
わ
れ
る
だ

け
)
　
こ
と
で
あ
っ
た
。

野
家
　
(
-
u
岩
a
)
　
は
、
「
科
学
、
宗
教
、
文
学
を
問
わ
ず
、
存
在
論
的
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
支
え
る
概
念
図
式
や
理
論
的
枠
組
を
「
物
語
り
」
と
呼
ぶ
」

と
し
、
現
実
・
虚
構
を
問
わ
ず
世
界
に
対
す
る
解
釈
の
型
・
図
式
を
与
え
る
も

の
を
同
じ
名
で
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
　
「
物
語
」
概
念
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、

『
ち
び
く
ろ
さ
ん
は
』
論
争
に
見
ら
れ
た
状
況
は
、
作
品
の
解
釈
が
作
品
の
こ

と
ば
に
立
ち
向
か
わ
ず
に
既
に
知
ら
れ
て
い
る
そ
の
作
品
の
解
釈
の
枠
組
み
で

あ
る
「
外
部
の
物
語
」
　
や
、
既
に
自
己
の
中
で
存
在
し
て
い
る
解
釈
図
式
で
あ

る
「
内
部
の
物
語
」
　
に
よ
っ
て
、
自
動
的
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。先

に
例
と
し
て
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
『
ち
び
く
ろ
さ
ん
ぼ
』
　
と
い
う
物
語

に
つ
い
て
の
　
「
外
部
の
物
語
」
・
「
内
部
の
物
語
」
　
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
メ
タ

物
語
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
「
物
語
」
　
に
は
　
「
物
語
に
つ
い
て

の
物
語
」
と
い
う
メ
タ
レ
ベ
ル
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
硯
実
世
界
自
体
を
対
象
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と
し
た
「
物
語
」
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
「
物
語
」
は
そ
の
ま
ま
で
は
自
己
に

と
っ
て
何
の
意
味
も
有
し
な
い
世
界
の
中
で
、
「
無
常
迅
速
な
時
の
移
ろ
い
の

中
で
解
体
す
る
自
己
に
桔
抗
す
る
た
め
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
多
種
多
様
な
経

験
を
記
憶
に
と
ど
め
、
そ
れ
ら
を
時
間
空
間
的
に
整
序
す
る
　
(
野
家
-
豊
O
b
.

p
巴
」
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
の
　
「
物
語
」
が
自
動
化
・
固
定
化
し
た
と
き
、
人
は
判
断
停
止
状

態
の
ま
ま
で
言
動
を
・
行
動
を
起
こ
す
。
私
た
ち
は
狂
っ
た
宗
教
を
喋
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
現
に
つ
い
さ
っ
き
の
授
業
で
学
習
者
に
、
「
外
部
の
物
語
」
を

強
制
的
に
与
え
判
断
停
止
状
態
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

二
　
二
　
授
業
に
お
け
る
「
物
語
」
　
の
吟
味

私
は
授
業
に
お
け
る
作
品
の
読
み
だ
け
を
考
え
て
い
る
。
授
業
に
は
教
育
内

容
が
必
要
で
あ
る
。
文
学
だ
け
で
な
く
説
明
文
を
含
め
た
文
章
を
読
む
こ
と
の

教
育
に
お
い
て
、
私
は
、
「
そ
の
　
(
作
品
)
　
に
衝
撃
を
受
け
、
読
者
自
体
の
世

界
が
作
品
の
力
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
ら
れ
る
　
(
田
中
-
父
ふ
)
」
　
こ
と
を
教
育
内

容
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
　
(
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
論
じ
る
)
。
「
外
部
の

物
語
」
や
「
内
部
の
物
語
」
に
よ
っ
て
学
習
者
の
読
み
が
授
業
に
お
い
て
進
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
教
育
内
容
を
全
く
達
成
す
る
こ
と
な
く
授

業
を
終
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
し
て
や
、
教
師
が
「
外
部
の
物
語
」
を

お
し
つ
け
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
教
育
内
容
と
逆
行
し
た
こ
と
を
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

以
上
の
問
題
意
識
の
上
に
立
っ
て
、
読
む
こ
と
の
教
育
を
考
え
る
と
き
、
私

た
ち
は
重
大
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ

は
、
「
内
部
の
物
語
」
　
や
「
外
部
の
物
語
」
な
し
で
作
品
の
読
み
を
構
築
す
る

こ
と
な
ど
可
能
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
作
品
と
い
っ
て
も
言
語
構
成

物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
解
釈
に
は
解
釈
自
身
が
持
っ
て
い
る
言
語
知
識
や
世
界

知
識
の
ス
キ
ー
マ
が
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
解
釈
に
使
わ
れ
る
ス
キ
ー
マ
は
既

に
「
外
部
の
物
語
」
か
ら
獲
得
し
た
知
識
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
な

ら
、
「
共
同
体
の
外
に
あ
る
概
念
装
置
と
し
て
の
了
解
不
能
の
　
(
他
者
)
　
(
田

中
)
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
立
ち
表
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
こ

こ
で
解
釈
と
は
何
か
、
そ
こ
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
詳
細
に
見
る
必
要

が
あ
る
。

二
　
解
釈
過
程
の
検
討

一
音
声
言
語
の
解
釈

一
、
一
表
意
の
解
釈

こ
こ
で
は
、
「
家
に
帰
る
道
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
児
童
の
こ
と
ば
の
実

例
で
解
釈
の
過
程
を
考
え
た
い
。
ま
ず
、
児
童
が
し
ゃ
べ
っ
た
音
声
「
i
e
n
i

k
a
e
r
u
m
i
t
i
w
a
s
u
r
e
t
y
a
t
t
a
」
　
に
対
し
て
、
音
韻
・
文
字
・
語
彙
・
文
法
の
知

識
を
使
っ
て
、
「
ぼ
く
　
(
=
発
話
者
)
　
は
家
に
帰
る
道
を
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
」
と

い
う
意
味
が
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
解
釈
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
ま
ず
表
面
の
意
味
(
表
意
)
　
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
表
意
の
決
定
ま
で
に
は
、
日
本
語
の
音
韻
・
文
字
・
語
彙
・
文
法
の
各

知
識
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
知
識
は
日
本
語
を
解
釈
す
る
上
で
ど
う
し

て
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
知
識
に
よ
る
解
釈
結
果
は
、
そ
の

知
識
を
持
っ
て
い
る
人
な
ら
誰
で
も
ほ
ぼ
〓
正
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
知

識
に
よ
る
解
釈
を
、
「
コ
ー
ド
知
識
に
よ
る
解
釈
」
略
し
て
　
「
コ
ー
ド
解
釈
」

と
呼
ぶ
　
(
杜
披
-
苫
巴
。

し
か
し
、
表
意
の
決
定
は
コ
ー
ド
解
釈
だ
け
で
は
で
き
な
い
。
主
語
が
省
略

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
　
(
そ
の
こ
と
は
コ
ー
ド
知
識
で
わ
か
る
)
、

コ
ー
ド
解
釈
で
は
処
理
で
き
な
い
。
解
釈
を
行
う
た
め
に
は
、
自
分
の
記
憶
の
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中
を
探
っ
て
、
そ
の
場
面
に
適
切
な
主
語
を
同
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
、
コ
ー
ド
の
よ
う
な
規
則
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
記
憶
の
中
か

ら
推
論
し
て
選
択
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
を
推
論
解
釈
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

多
義
語
の
意
味
決
定
の
場
合
や
、
指
示
語
の
指
示
対
象
の
決
定
も
推
論
解
釈
に

よ
っ
て
一
つ
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
(
「
コ
ー
ド
解
釈
」
と
「
推

論
解
釈
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
関
連
性
理
論
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ス
ペ
ル

ベ
ル
他
参
照
)
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
表
意
の
決
定
に
は
コ
ー
ド
解
釈
と
推
論
解
釈
の
二

つ
が
関
わ
る
こ
と
が
解
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
解
釈
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
「
家
に
帰
る
道
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
」
　
の
表
意
と
し
て
　
「
ぼ
く
　
(
=
発
話

者
)
　
は
家
に
帰
る
道
を
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
」
と
し
て
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
聞
き
手

の
方
は
次
の
発
話
に
困
っ
て
し
ま
う
。
何
と
か
深
い
レ
ベ
ル
の
解
釈
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
、
推
意
の
解
釈
で
あ
る
。

二
、
二
　
二
　
推
意
の
解
釈

推
意
の
解
釈
は
、
も
っ
ぱ
ら
推
論
解
釈
の
過
程
で
行
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、

「
家
に
帰
る
道
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
」
か
ら
得
ら
れ
た
表
意
「
僕
は
家
に
帰
る
道
を

忘
れ
ち
ゃ
っ
た
」
を
基
に
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
推
意
が
得
ら
れ
る
か
考
え
て

み
た
い
。
関
連
性
理
論
で
は
推
論
解
釈
は
、
「
演
繹
装
置
の
記
憶
の
内
容
、
汎

用
短
期
記
憶
装
置
の
内
容
、
百
科
事
典
(
的
記
憶
装
置
)
の
内
容
、
そ
れ
に
物
理
的

環
境
か
ら
直
接
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
決
定
さ

れ
る
(
p
-
ご
)
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
に
従
い
、
推
論
解
釈
の
過

程
を
考
え
る
。

演
繹
装
置
の
記
憶
と
は
、
推
論
解
釈
を
行
う
際
の
形
式
的
操
作
を
行
う
も
の

で
あ
り
、
あ
る
情
報
か
ら
一
般
化
を
行
っ
た
り
、
類
化
し
た
り
す
る
。
汎
用
短

期
記
憶
装
置
の
内
容
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
会
話
や
事
の
推
意
が
ど
う
で
あ
っ
た

か
の
記
憶
(
狭
義
の
文
脈
)
　
を
含
ん
で
い
る
。
百
科
事
典
(
的
記
憶
装
置
)
の
内

容
と
は
別
名
長
期
記
憶
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
持
つ
意
味
記
憶
や
そ
れ
ま
で
の
個
人
的
な
体
験
を
含
ん
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
記

憶
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
、
発
話
者
が
ど
ん
な
人
物
で
あ
る
か
と
い

う
人
物
像
に
つ
い
て
の
記
憶
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
物
理
的
環
境
か
ら
直

接
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
と
は
、
そ
の
会
話
が
成
さ
れ
た
と
き
の
状

況
、
発
話
者
の
行
う
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
発
話
の
音
調

な
ど
を
含
ん
で
い
る
。

で
は
、
「
家
に
帰
る
道
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
」
　
で
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
時
の
状

況
は
「
小
学
校
の
帰
り
の
会
で
担
任
の
先
生
の
代
わ
り
に
実
習
生
が
担
当
し
て

い
た
。
帰
り
の
会
の
後
小
学
二
年
生
の
こ
の
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
が
実
習
生
に

言
っ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
。
発
話
者
は
言
い
に
く
そ
う
な
態
度
で
　
(
ノ
ン
バ
ー

バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
)
　
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
声
で
　
(
音
調
)
　
言
っ
た
と
し

よ
う
。
そ
の
状
況
ま
で
に
は
、
実
習
生
が
「
今
日
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン

タ
ー
で
図
工
の
作
品
の
展
示
会
が
あ
り
ま
す
。
家
に
帰
っ
て
か
ら
家
の
人
と
一

緒
に
見
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
。
担
任
の
先
生
は
そ
の
時

出
張
で
い
な
か
っ
た
　
(
こ
こ
ま
で
狭
義
の
文
脈
)
。
こ
の
発
話
者
で
あ
る
子
ど
も

は
、
母
子
家
庭
の
子
ど
も
で
母
親
は
働
い
て
お
り
、
こ
の
子
ど
も
が
帰
宅
す
る

頃
に
は
家
に
は
い
な
か
っ
た
　
(
人
物
像
)
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
推
論
解
釈
に
役
立
つ
情
報
を
集
め
た
後
、
推
論
過
程
は

ど
の
よ
う
に
進
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
関
連
性
理
論
で
は
、
「
こ
れ
ら
の
要
因
は
、

単
一
の
文
脈
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
〓
疋
範
囲
の
可
能
な
文
脈
を
決

定
す
る
の
で
あ
る
(
p
-
コ
)
。
」
と
考
え
て
い
る
　
(
こ
こ
の
文
脈
は
広
義
の
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
)
。
で
は
、
当
該
の
発
話
の
推
意
の
決
定
に
最
も
適
切
な
も
の

は
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
特
定
文
脈
の
選
択
決
定
は
関
連
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性
を
追
求
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
(
p
-
ご
)
」
。
こ
こ
で
、
関
連
性
理
論
で
は
、

関
連
性
と
い
う
概
念
を
提
出
す
る
。

関
連
性
と
は
コ
ス
ト
　
(
c
O
S
t
)
　
と
利
益
　
(
b
e
n
e
星
　
の
関
係
に
つ
い
て
の
概

念
で
あ
る
。
利
益
と
は
、
聞
き
手
の
世
界
に
関
す
る
既
存
の
想
定
の
修
正
で
あ

る
。
ま
た
、
コ
ス
ト
と
は
こ
の
期
待
さ
れ
た
修
正
を
も
た
ら
す
の
に
必
要
な
量

の
心
的
労
力
で
あ
る
。
利
益
と
い
う
概
念
を
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、
長

期
記
憶
な
ど
に
蓄
え
ら
れ
た
古
い
情
報
と
発
話
や
発
話
状
況
か
ら
得
ら
れ
る
新

し
い
情
報
が
、
「
推
論
過
程
で
前
提
と
し
て
一
緒
に
使
わ
れ
た
場
合
、
さ
ら
に

新
し
い
情
報
が
引
き
出
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
は
こ
の
よ
う
な
古
い
情
報
と

新
し
い
情
報
の
組
合
せ
が
な
く
て
は
推
論
不
可
能
で
あ
っ
た
情
報
で
あ
る
。

(
p
∽
3
」
こ
の
さ
ら
に
新
し
い
情
報
(
こ
れ
が
推
意
と
な
る
)
　
が
え
ら
れ
る
こ

と
を
、
利
益
と
考
え
て
い
る
。

最
も
適
切
な
関
連
性
は
、
利
益
と
コ
ス
ト
の
相
関
関
係
で
決
ま
る
。
無
数
の

推
意
の
内
、
コ
ス
ト
が
低
く
か
つ
利
益
が
大
き
い
推
意
が
選
ば
れ
る
。
し
か
し
、

通
常
の
会
話
状
況
に
お
い
て
は
、
こ
の
選
択
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
「
話

し
手
は
最
適
な
(
O
p
t
i
ヨ
a
こ
関
連
性
が
あ
る
と
い
う
期
待
、
即
ち
、
発
話
が
十

分
な
認
知
的
利
益
を
生
み
出
し
、
聞
き
手
が
そ
の
利
益
に
浴
す
る
た
め
に
、
不

当
な
労
力
を
か
け
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
期
待
を
持
た
せ
る
」
よ
う

に
発
話
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
解
釈
の
中
で
伝
達
者
が
伝
え
よ
う

と
意
図
し
て
い
た
の
は
聞
き
手
が
思
い
つ
く
最
初
の
解
釈
で
あ
る
。

(
p
N
O
の
)
」
と
い
う
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
楽
観
的
な
結
論
と
な
る
。
先
ほ

ど
の
「
家
に
帰
る
道
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
」
　
で
も
、
利
用
で
き
る
だ
け
の
情
報
か
ら
、

「
実
習
生
の
先
生
に
展
示
会
に
つ
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
推
意
に
至
る

こ
と
は
、
そ
れ
程
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
「
何
を
十
分
関
連
性
が
あ
る
と
み
な
す
か
は
、
情
報
が
時
間
の

経
過
の
中
で
ど
う
い
う
形
で
受
け
手
に
呼
び
出
し
可
能
に
な
る
か
、
あ
る
い
は

呼
び
出
し
可
能
に
で
き
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
受

け
手
が
頭
を
ど
れ
だ
け
活
発
に
働
か
せ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
も
異
な
る

(
p
-
宗
)
」
か
ら
ハ
話
し
手
が
聞
き
手
の
状
態
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
に

左
右
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
話
し
手
が
聞
き
手
の
状
態
を
的
確
に
　
(
こ
の

こ
と
ば
に
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
)
捉
え
て
い
れ
ば
、
聞
き

手
に
最
適
な
関
連
性
を
持
つ
推
意
を
即
座
に
呼
び
出
せ
る
よ
う
な
発
話
、
ノ
ン

バ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
一
つ
の
文
ま
た
は
表
意

に
推
意
は
一
つ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
状
況
や
狭
義
の
文
脈
な
ど
使

用
で
き
る
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
推
意
が
生
ま
れ
る
。
通
常

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
最
適
な
関
連
性
を
持
つ
推
意
が
選
ば

れ
る
こ
と
で
次
の
発
話
が
行
わ
れ
る
が
、
他
の
関
連
性
の
高
く
な
い
推
意
も
聞

き
手
の
中
で
消
え
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
浮
遊
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
残
る

こ
と
に
な
る
。

二
、
二
　
文
章
言
語
の
解
釈

こ
こ
ま
で
は
、
音
声
言
語
に
焦
点
を
当
て
て
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
文
章

言
語
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
解
釈
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
。
読
み
手
は
コ
ー
ド
解

釈
と
推
論
解
釈
を
行
っ
て
、
表
意
を
決
定
し
、
推
論
解
釈
に
よ
っ
て
書
き
手
の

推
意
を
推
論
す
る
。
た
だ
、
推
意
決
定
の
過
程
は
、
音
声
言
語
と
文
章
言
語
と

で
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
読
み
手
と
書
き
手
と
の
間
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
手
紙
の
よ
う
に
書
き
手
の
こ
と
を
読
み
手
が
よ
く
知
っ
て
い
る
時
は
別

と
し
て
、
書
き
手
が
ど
ん
な
人
で
ど
ん
な
状
況
で
書
い
て
い
る
か
読
み
手
は
ほ

と
ん
ど
知
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
書
き
手
の
表
情
な
ど
も
見
え
な
い
し
、
文
章
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に
は
音
調
も
な
い
。
文
章
の
解
釈
で
推
論
解
釈
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
文
脈
と

文
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
音
声
言
語
で
は
、
推
意
の
決
定
の
た
め
に
、
多
く

の
材
料
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
が
あ
っ
て
も
か
な
り
推

意
を
絞
り
込
め
る
。
し
か
し
、
文
章
の
場
合
は
、
使
え
る
材
料
が
、
文
脈
と
文

体
し
か
な
い
た
め
、
推
意
　
(
こ
の
場
合
書
き
手
の
意
図
)
　
を
一
つ
に
絞
る
こ
と

は
、
困
乾
で
あ
る
。

従
っ
て
、
文
章
だ
け
か
ら
書
き
手
の
意
図
　
(
文
章
の
テ
ー
マ
‥
王
題
)
　
を
一

つ
に
絞
り
込
む
こ
と
は
無
理
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
読
み
手
に
よ
っ
て
異

な
る
だ
ろ
う
し
、
同
じ
読
み
手
で
も
、
読
む
時
期
が
変
わ
る
と
、
変
わ
る
か
も

し
れ
な
い
。
ま
し
て
、
文
章
言
語
の
場
合
は
、
文
体
が
駆
使
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
複
数
の
推
意
が
印
象
深
く
生
成
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
ま

す
ま
す
書
き
手
の
意
図
を
絞
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
実
は
こ
の
こ
と
が
デ
リ

ダ
の
い
う
書
き
言
葉
の
持
つ
　
「
書
き
手
の
不
在
」
　
に
よ
る
了
解
不
可
能
性
な
の

で
あ
る
。
文
字
言
語
に
お
い
て
は
、
推
意
の
解
釈
に
お
い
て
は
推
意
を
一
つ
に

決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
複
数
の
推
意
が
解
釈
の
過
程
で
生
成
さ
れ
、
(
狭

義
の
)
文
脈
が
進
む
に
つ
れ
あ
る
程
度
の
絞
り
込
み
は
あ
ろ
う
が
、
新
た
な
記

述
に
よ
っ
て
再
び
複
数
の
推
意
が
生
ま
れ
、
多
声
的
な
ま
ま
解
釈
が
続
く
こ
と

に
な
る
。

二
、
三
　
「
物
語
」
　
の
介
入

さ
て
と
り
あ
え
ず
以
上
ま
で
の
解
釈
に
つ
い
て
の
分
析
を
基
に
、
「
外
部
の

物
語
」
「
内
部
の
物
語
」
　
の
介
入
状
況
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
た
だ
、
こ
こ
で

留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
私
た
ち
が
忌
避
し
た
い
の
は
、
自

動
的
に
国
定
的
な
「
物
語
」
を
解
釈
の
時
に
運
用
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
正
確
に
言
え
ば
、
「
外
部
の
物
語
の
自
動
的
・
固
定
的
運
用
」
「
内
部

の
物
語
の
自
動
的
・
固
定
的
運
用
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
音
声
・
文
字
言
語
の
解
釈
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
ま
ず
コ
ー
ド
解

釈
に
お
け
る
コ
ー
ド
は
、
確
か
に
固
定
的
・
自
動
的
な
面
を
持
つ
が
、
こ
の

コ
ー
ド
は
日
本
語
と
い
う
ラ
ン
グ
の
コ
ー
ド
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
そ
も

そ
も
伝
達
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
を
除
い
た
推
論
解
釈
の
部
分
は
ど
う
だ
ろ

う
。
発
話
・
状
況
・
文
脈
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
か
ら
推
意
を
生
成
し
、
音
声

言
語
の
場
合
は
最
終
的
に
最
適
な
関
連
性
を
持
つ
推
意
を
決
定
す
る
の
で
あ
る

が
、
ど
ん
な
発
話
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
な
推
論
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
は
考
え
ら

れ
な
い
。
ま
し
て
、
文
字
言
語
の
場
合
多
声
的
な
ま
ま
で
解
釈
が
残
さ
れ
る
の

だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
物
語
の
運
用
」
は
考
え
ら
れ
な
い
は
ず
で
は
あ
る
。

本
論
で
は
、
言
語
と
い
う
ラ
ン
グ
の
　
「
自
動
的
・
固
定
的
物
語
性
」
　
に
つ
い

て
は
論
じ
な
い
。
こ
れ
は
、
サ
ピ
ア
・
ウ
オ
ー
フ
の
言
語
相
対
論
な
ど
の
興
味

深
い
思
索
と
か
か
わ
る
が
、
本
論
で
は
、
そ
れ
以
後
つ
ま
り
推
論
解
釈
以
後
に

つ
い
て
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
音
声
・
文
字
と
も
解
釈
に
お
い
て
　
「
自
動

的
・
国
定
的
な
物
語
の
運
用
」
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
気
に
な
る
の
は
、

多
声
的
な
ま
ま
残
さ
れ
た
文
字
言
語
の
解
釈
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
文
字
言
語

の
解
釈
に
お
い
て
そ
の
先
に
は
進
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
一
つ

に
は
絞
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
作
業
は
、
音
声
言
語
の
解
釈
に
は
な

い
、
つ
ま
り
、
関
連
性
理
論
の
範
囲
を
超
え
る
所
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
、
四
　
世
界
構
造
と
　
「
物
語
」
　
の
介
入

私
は
、
物
語
文
の
場
合
、
そ
こ
に
三
つ
の
世
界
構
造
を
区
別
し
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
構
造
に
よ
っ
て
、
推

論
解
釈
の
あ
り
方
が
変
わ
っ
て
く
る
と
考
え
て
い
る
。
一
つ
め
は
、
人
物
が
登

場
し
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
起
こ
る
、
物
語
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
登

場
人
物
の
行
動
‥
心
理
が
、
直
接
描
写
さ
れ
た
り
、
ま
た
情
景
描
写
な
ど
を
通

じ
て
間
接
的
に
措
か
れ
る
。
二
つ
め
は
、
そ
の
物
語
世
界
を
語
る
語
り
手
が
登
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場
す
る
、
語
り
の
世
界
で
あ
る
。
表
に
現
れ
る
に
し
ろ
裏
に
隠
れ
て
い
る
に
し

ろ
、
文
学
作
品
の
場
合
、
語
り
手
(
話
者
)
　
が
物
語
を
語
る
構
造
に
ほ
と
ん
ど

の
場
合
な
っ
て
い
る
。
語
り
の
世
界
の
時
間
も
、
物
語
世
界
の
時
間
と
は
異

な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
語
り
の
世
界
は
、
語
り
手
が
、
文
章
に
は
現
れ

な
い
聞
き
手
に
向
か
っ
て
、
お
話
を
聞
か
せ
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
三
番
目
は
、

作
者
の
現
実
世
界
で
あ
る
。
現
実
に
生
を
受
け
た
作
者
が
、
あ
る
テ
ー
マ
を
胸

に
　
(
そ
れ
は
一
つ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
作
者
自
身
が
意
識
し
て
い
な
い

場
合
も
あ
る
)
作
品
を
実
際
に
書
い
た
時
間
・
空
間
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
は

成
立
し
て
い
る
。

ま
ず
、
物
語
世
界
に
つ
い
て
の
推
論
解
釈
を
考
え
た
い
。
こ
の
世
界
で
は
登

場
人
物
の
会
話
や
行
動
か
ら
人
物
の
意
図
・
気
持
ち
　
(
す
な
わ
ち
推
意
)
　
を
推

論
す
る
こ
と
に
な
る
。
会
話
文
に
お
い
て
は
、
会
話
の
表
現
そ
の
も
の
　
(
文

体
)
、
会
話
の
状
況
、
話
し
手
の
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
会

話
の
音
調
、
話
し
手
の
人
物
像
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
が
使
用
で
き
、
音
声
言

語
の
場
合
と
同
じ
種
類
の
も
の
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、

こ
れ
ら
の
材
料
は
、
作
者
が
作
品
の
中
に
書
い
て
い
な
い
と
使
う
こ
と
が
で
き

な
い
し
、
ま
た
、
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
、
話
し
手
と
聞
き
手
が

場
面
を
共
有
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
材
料
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
自
分
の
推
論
が
適
切
か
ど
う
か
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、

文
章
の
場
合
、
読
み
手
は
物
語
世
界
の
住
人
で
は
な
い
の
で
、
体
感
す
る
こ
と

も
、
登
場
人
物
に
聞
い
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
語

世
界
の
人
物
の
会
話
か
ら
そ
の
推
意
を
推
論
し
、
さ
ら
に
最
適
な
関
連
性
を
持

つ
推
意
を
決
定
す
る
こ
と
は
か
な
り
で
き
そ
う
で
あ
る
。

次
に
、
地
の
文
か
ら
の
推
論
で
あ
る
が
、
人
物
の
意
図
を
推
論
す
る
の
に
、

音
調
や
文
体
以
外
は
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
も
顕
著
に
使
え
る
の
は
、
ノ
ン

バ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
だ
い
た
い
地
の
文
で
は
人
物
の
行

動
を
記
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
人
物
の
意
図
を
推
論
す

る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
一
つ
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
は
会
話
文

に
比
べ
か
な
り
落
ち
る
。
こ
れ
を
一
つ
に
絞
ろ
う
と
す
る
と
き
、
教
師
に
よ
る

ま
た
授
業
に
よ
る
「
外
部
の
物
語
の
自
動
的
・
固
定
的
運
用
」
が
現
れ
る
の
で

あ
る
。次

に
現
実
世
界
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
作
者
の
意
図
を
推
論
解
釈

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
は
、
使
え
る
の
が
通
常
は
文
体
と
文
脈
し

か
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
は
述
べ
方
と
同
時
に
語
ら
れ
方
を
表
示
し
て
い
る
の

で
あ
り
語
り
の
世
界
レ
ベ
ル
の
語
り
手
の
意
図
の
推
論
に
も
使
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
ど
う
し
て
も
、
作
者
の
意
図
を
探
り
た
い
人
々
は
、
音
声
言
語
の
推
論

解
釈
と
同
等
の
情
報
を
集
め
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
、
例
え
ば
、
人
物
像
に
当

た
る
作
家
研
究
で
あ
り
、
発
話
の
状
況
に
当
た
る
執
筆
当
時
の
状
況
の
調
査
で

あ
る
。
伝
統
的
な
文
学
研
究
は
、
作
品
研
究
に
お
い
て
、
硯
実
世
界
の
作
家
の

意
図
を
音
声
言
語
の
発
話
状
況
の
よ
う
に
扱
お
う
と
し
た
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
と

い
え
る
。
一
方
、
ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
構
造
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ

う
い
っ
た
外
部
の
知
識
を
拒
否
し
た
研
究
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
後
者
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
事
前
者
の
場
合
で
も
作
家
の
意
図
に
つ

い
て
の
最
適
な
関
連
性
を
持
つ
推
意
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら

れ
な
い
。
そ
れ
を
一
つ
に
絞
ろ
う
と
し
た
と
き
、
再
び
研
究
者
に
よ
る
ま
た
教

師
に
よ
る
「
外
部
の
物
語
の
自
動
的
・
固
定
的
運
用
」
が
現
れ
る
。

さ
て
、
先
の
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
ほ
と
ん
ど
語
り
手
の
意
図
を
推
論
す

る
こ
と
と
同
じ
に
な
る
。
語
り
の
世
界
に
お
け
る
語
り
手
の
意
図
の
推
論
で
は

使
え
る
情
報
は
、
文
体
と
文
脈
以
外
に
な
い
。
従
来
の
内
的
構
造
に
の
み
限
定

し
た
作
品
研
究
は
実
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
つ
ま
り
語
り
の
世
界
に
お
け
る
語
り
手
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の
意
図
の
推
論
を
行
っ
て
い
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
レ
ベ
ル
で
は
、
例
え
ば
、
描
写
に
お
け
る
文
体
、
あ
る
い
は
構
成
の
分

析
な
ど
が
中
心
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
分
析
を
と
お
し
て
な
ぜ
そ
う
語
っ

た
の
か
を
探
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現

実
世
界
の
レ
ベ
ル
の
情
報
を
持
ち
込
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
家
が
他

に
ど
の
よ
う
な
構
造
の
作
品
を
措
い
た
か
、
ど
ん
な
人
生
を
歩
ん
だ
か
は
語
り

の
世
界
に
は
関
係
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
情
報
を
持
ち
込
む
な
ら
、
そ
れ
は
作

家
の
意
図
の
研
究
で
あ
り
、
現
実
世
界
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
。

従
来
の
授
業
は
も
ち
ろ
ん
、
教
材
研
究
や
作
品
研
究
(
こ
の
両
者
は
厳
密
に

区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
材
研
究
に
お
け
る
教
材
の
価
値
は
教
育
内
容
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
)
　
で
も
こ
の
三
つ
の
世
界

の
区
別
は
暖
味
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
お
け
る
、
推
論
解
釈
で
使
え

る
情
報
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
語
り
の
分
析
や
登
場
人
物
の
心
情

の
把
握
の
た
め
に
、
作
家
の
知
識
を
持
ち
込
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
解
釈
を
一

義
的
に
決
定
し
ょ
う
と
す
る
と
き
、
作
家
の
意
志
と
い
う
「
外
部
の
物
語
の
自

動
的
・
固
定
的
運
用
」
が
現
れ
る
。

世
界
構
造
の
考
え
を
導
入
し
た
今
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
も
う
い
ち
ど
「
物

語
」
介
入
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
現
実
世
界
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、

人
物
の
心
情
に
つ
い
て
の
推
論
解
釈
は
、
音
声
言
語
に
準
じ
て
最
適
な
関
連
性

を
持
つ
推
意
が
決
定
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
、
従
っ
て
「
外
部
の
物
語
の
自
動

的
・
同
定
的
運
用
」
　
の
介
入
の
余
地
は
そ
れ
程
な
い
。
つ
ま
り
、
授
業
で
人
物

の
心
情
を
話
し
合
っ
て
も
学
習
者
同
士
で
そ
れ
程
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
し
　
(
も

ち
ろ
ん
授
業
で
学
習
者
に
人
物
に
対
す
る
効
果
的
な
同
化
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
前

提
だ
が
)
教
師
が
述
べ
る
解
釈
と
も
そ
う
は
違
わ
な
い
だ
ろ
う
。

問
題
は
、
語
り
の
世
界
と
現
実
世
界
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
推
論
解

釈
で
使
え
る
情
報
は
少
な
い
の
で
、
推
意
は
一
つ
に
決
定
で
き
な
い
。
そ
れ
を

一
つ
に
絞
る
圧
力
が
「
外
部
の
物
語
の
自
動
的
・
固
定
的
運
用
」
　
で
あ
る
。
そ

う
い
う
授
業
を
受
け
た
学
習
者
は
、
複
数
の
推
意
か
ら
教
師
自
身
の
好
み
に
よ

り
選
択
さ
れ
た
推
意
を
決
定
す
る
「
教
師
の
物
語
」
を
暗
黙
の
内
に
習
得
し
、

以
後
の
授
業
で
は
そ
の
「
物
語
」
を
駆
使
し
て
授
業
や
テ
ス
ト
に
対
応
す
る
。

そ
う
い
う
「
教
師
の
物
語
」
を
受
容
で
き
る
の
は
い
わ
ゆ
る
い
い
子
だ
ろ
う
。

そ
の
「
物
語
」
を
受
容
で
き
な
い
、
解
釈
の
原
理
上
は
全
く
理
に
か
な
っ
た
行

動
を
と
る
学
習
者
は
、
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
排
除
は
今
も
続

い
て
い
る
。

三
　
世
界
解
釈
と
内
部
の
物
語

私
た
ち
が
推
論
解
釈
す
る
際
、
民
有
の
知
識
や
発
話
の
状
況
な
ど
の
情
報
を

基
に
し
て
行
う
と
述
べ
た
。
そ
れ
ら
の
情
報
の
背
後
に
ま
た
前
提
に
、
そ
れ
ら

の
情
報
は
〓
疋
の
世
界
(
通
常
は
規
実
世
界
)
　
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
前
提
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
文
章
に
は
一
切
現
れ
ず
と
も
、
そ
の
文
章

が
現
実
世
界
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
(
例
え
ば
、
説
明
文
)
、
も

の
を
上
か
ら
落
と
せ
ば
下
に
落
ち
る
し
、
何
も
身
に
つ
け
な
い
人
間
は
空
を
飛

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
因
果
律
(
ル
ー
ル
)
　
が
支
配
す
る
記
述
で

あ
る
と
前
提
に
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
前
提
に
は
世
界

の
解
釈
(
そ
の
物
語
世
界
が
い
か
な
る
世
界
か
と
い
う
吟
味
)
　
が
必
要
な
の
で
あ

る
。
と
い
っ
て
も
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
行
う
前
に
世
界
解
釈
を
行
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
行
う
と
同
時
に
、
物
語
世
界
の
想
定
を
例
え

ば
、
「
空
を
飛
ぶ
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
あ
る
い
は
発
話
の
状
況
か
ら
行
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
実
世
界
と
お
な
じ
因
果
律
が
支
配
す
る
世
界
が
物
語
の
世
界
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で
あ
る
作
品
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
な
り
の
作
品
は
そ
の
物
語
世
界
が

支
配
す
る
因
果
律
が
現
実
世
界
と
異
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、

現
実
世
界
と
は
異
な
る
因
果
律
を
持
つ
世
界
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
世
界
の
　
(
因
果
律
の
)
想
定
に
つ
い
て
、
三
浦
は
イ
ン
ガ
ル
デ
ン

の
設
定
し
た
虚
構
世
界
に
お
け
る
未
規
定
箇
所
の
推
測
の
原
則
を
援
用
し
な
が

ら
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
　
(
p
畠
)
。

1
一
般
的
事
実
や
法
則
に
つ
い
て
は
、
現
実
世
界
と
の
類
似
を
最
大
に
す
る
。

2
論
理
的
整
合
性
を
保
つ

3
個
別
的
出
来
事
ど
う
し
の
関
係
は
、
規
定
さ
れ
た
図
式
的
構
造
内
に
お
け
る

個
別
的
出
来
事
問
の
関
係
と
同
種
の
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
る

4
個
別
的
出
来
事
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
芸
術
的
も
っ
と
も
ら
し
さ
に
も
と
づ

い
て
、
そ
の
つ
ど
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
み
る
と
、
世
界
の
因
果
律
の
想
定
は
、
一
般
性
の
高
い
事
柄
に
つ
い

て
は
現
実
世
界
と
共
通
の
尺
度
で
い
い
が
、
個
別
的
な
出
来
事
に
つ
い
て
は
そ

の
虚
構
世
界
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
く
る
と
読
め
る
。
で
は
、
書
か
れ
て
も
い
ず
、

ま
た
一
般
性
も
高
く
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
登
場
人

物
が
ど
ん
な
人
物
で
あ
る
か
と
か
、
登
場
人
物
が
生
き
た
状
況
は
ど
ん
な
状
況

で
あ
っ
た
か
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
書
か
れ
て
い

な
い
世
界
に
つ
い
て
、
想
定
を
行
う
と
き
、
そ
し
て
、
そ
の
想
定
に
お
い
て
、

現
実
世
界
の
因
果
律
も
物
語
世
界
内
部
の
因
果
律
も
使
え
な
い
と
き
、
現
れ
る

の
が
、
「
内
部
の
物
語
(
の
自
動
的
・
固
定
的
運
用
)
」
で
あ
る
。

野
家
(
-
S
O
b
)
が
、
「
物
語
文
は
複
数
の
出
来
事
の
間
に
因
果
関
係
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
を
設
定
す
る
役
割
を
果
た
す
　
(
p
∽
∞
)
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
物

語
」
す
な
わ
ち
あ
る
対
象
に
対
す
る
解
釈
図
式
は
、
表
面
上
は
時
間
関
係
を
表

す
だ
け
に
見
え
る
が
、
そ
の
内
実
は
因
果
関
係
す
な
わ
ち
因
果
律
を
形
成
す
る

も
の
で
あ
る
。

作
品
に
出
会
っ
た
読
者
が
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
た
め
に
物
語
世
界
の
因
果
律

を
設
定
す
る
の
だ
が
、
そ
の
際
、
現
実
世
界
の
因
果
律
も
物
語
世
界
内
部
の
因

果
律
も
使
え
な
い
と
き
、
読
者
内
部
が
持
つ
因
果
律
す
な
わ
ち
読
者
自
身
の

「
内
部
の
物
語
」
が
自
動
的
に
発
動
し
、
因
果
律
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
物
語
の
あ
る
人
物
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
彼
の
人
物

像
は
テ
ク
ス
ト
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
彼
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
す

る
の
は
テ
ク
ス
ト
解
釈
に
お
け
る
、
推
論
解
釈
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、

彼
の
人
物
像
は
彼
の
発
言
・
行
動
の
意
図
を
推
論
解
釈
す
る
際
の
有
力
な
情
報

と
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
彼
の
人
物
像
は
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
か
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
結
局
、
彼
の
言
動
や
行
動
か
ら
推
論
す
る
し
か
な
い
。
「
こ
う
い

う
発
言
を
し
た
か
ら
」
「
こ
う
い
う
行
動
を
し
た
か
ら
」
彼
の
人
物
像
は
こ
う

だ
、
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
の
因
果
律
は
、
ま
ず
現
実
世
界
の
因
果

律
を
使
う
こ
と
に
な
る
が
、
行
動
や
言
動
か
ら
そ
の
人
の
人
物
像
を
明
確
に
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
な
明
確
な
因
果
律
は
そ
れ
程
多
く
な
い
。
よ
く
し
ゃ
べ

る
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
人
が
陽
気
な
人
と
は
限
ら
ず
、
さ
び
し
が
り
や
の
裏
返

し
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
、
解
釈
者
が
推
論
に
使
う
情
報
を
ど
の
範
囲
に
し
、

ま
た
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
推
論
を
行
う
か
は
、
解
釈
者
の
持
つ
解
釈
図
式
、

つ
ま
り
「
内
部
の
物
語
」
　
に
よ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
、
内
部
の
物
語
は
実
は
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
レ
ベ
ル
で
も
現
れ
る
。
文

学
で
は
、
語
り
の
世
界
や
硯
実
世
界
レ
ベ
ル
の
推
論
解
釈
で
は
結
果
を
一
つ
に

絞
れ
な
い
こ
と
は
先
述
し
た
。
そ
の
時
、
教
師
や
他
の
研
究
者
に
よ
り
、
「
外

部
の
物
語
」
が
押
し
っ
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
解
釈
者
の
　
「
内
部
の
物

語
」
　
(
そ
れ
は
、
「
外
部
の
物
語
」
　
の
内
面
化
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
)
　
に
よ
り
、

解
釈
と
は
別
の
レ
ベ
ル
で
一
つ
に
選
択
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
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自
己
の
内
部
に
は
複
数
の
解
釈
が
あ
る
の
に
、
「
内
部
の
物
語
」
　
の
抑
圧
に
よ

り
、
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
さ
ら
に
大
き
な
「
内
部
の
物
語
」
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
作

品
そ
の
も
の
で
あ
る
。
作
品
は
作
者
が
構
築
し
ょ
う
と
し
た
世
界
を
彼
の
持
つ

「
内
部
の
物
語
」
　
に
よ
り
解
釈
し
、
記
述
し
た
、
そ
れ
自
体
が
作
家
の
「
内
部

の
物
語
」
に
よ
る
世
界
解
釈
の
記
述
で
あ
る
。
読
者
は
、
作
品
を
読
み
な
が
ら
、

虚
構
で
あ
る
物
語
世
界
を
自
己
の
「
内
部
の
物
語
」
で
解
釈
す
る
。
そ
こ
で
、

作
家
の
「
内
部
の
物
語
」
と
括
抗
す
る
の
で
あ
る
。
世
界
解
釈
と
い
う
点
で
は
、

作
品
と
読
者
の
解
釈
と
は
、
「
作
家
に
よ
る
世
界
解
釈
に
関
す
る
　
「
内
部
の
物

語
」
　
の
表
明
」
と
「
読
者
に
よ
る
世
界
解
釈
に
関
す
る
「
内
部
の
物
語
」
　
の
表

明
」
と
い
う
点
で
、
対
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

四
　
自
動
化
さ
れ
た
物
語
に
対
抗
す
る
た
め
に

さ
て
、
こ
れ
ま
で
解
釈
や
作
品
構
造
を
細
か
く
見
て
い
く
こ
と
で
、
物
語
の

介
入
ぶ
り
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
通
常
の
音
声
言
語
の
解
釈
に
お
い
て
は
そ

の
可
能
性
を
考
え
な
く
て
よ
い
こ
と
、
ま
た
作
品
に
お
け
る
物
語
世
界
で
の
レ

ベ
ル
で
も
人
物
の
発
話
の
意
図
を
推
論
す
る
際
も
「
物
語
」
　
の
介
入
の
可
能
性

は
低
い
こ
と
、
語
り
の
世
界
や
現
実
世
界
の
レ
ベ
ル
で
は
物
語
の
介
入
の
可
能

性
が
高
ま
る
こ
と
、
ま
た
、
物
語
世
界
で
あ
っ
て
も
、
人
物
の
人
物
像
な
ど
の

世
界
存
在
に
関
わ
る
こ
と
に
は
、
物
語
の
介
入
が
大
い
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

述
べ
た
。

こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
音
声
言
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い

て
も
、
相
手
の
発
話
の
推
論
で
は
な
く
、
相
手
の
人
物
像
の
推
論
と
い
う
事
を

考
え
る
と
同
じ
こ
と
が
起
こ
る
。
こ
の
現
実
の
世
界
の
存
在
に
関
わ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
、
「
内
部
の
物
語
」
　
に
し
ろ
「
外
部
の
物
語
」
　
に
し
ろ
、

何
ら
か
の
、
明
文
化
さ
れ
な
い
　
「
物
語
」
　
に
よ
り
解
釈
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
現
実
世
界
に
し
ろ
物
語
の
世
界
に
し
ろ
、
世
界
の
解
釈
に
つ
い
て
は
　
(
自

動
化
さ
れ
た
)
物
語
が
必
ず
介
入
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
　
「
物
語
」
　
の
介
入
に
つ
い
て
、
国
語
教
育
に
お
い
て
ど
う

対
処
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
度
本
論
に
お
け
る
国
語
の
授
業
の
教

育
内
容
を
挙
げ
る
と
そ
れ
は
、
「
そ
の
作
品
に
衝
撃
を
受
け
、
読
者
自
体
の
世

界
が
作
品
の
力
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
ら
れ
る
」
　
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
、
こ
れ

を
次
の
よ
う
に
読
み
変
え
た
い
。
「
作
品
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
　
「
内
部
の
物

語
」
を
変
革
す
る
こ
と
」
。

こ
の
教
育
内
容
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
作
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
例
え
ば
、
学
習
者
の
　
「
内
部
の
物
語
に
よ
る
解
釈
結
果
」
　
に
対
置
す

る
形
で
　
(
も
ち
ろ
ん
押
し
っ
け
る
の
は
言
語
道
断
だ
が
)
教
師
の
　
「
内
部
の
物
語

に
よ
る
解
釈
結
果
」
を
示
し
て
も
、
表
面
上
は
受
け
入
れ
る
だ
ろ
う
が
、
実
は

反
発
す
る
か
無
視
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
あ
る
「
物
語
」
に
よ
る
解

釈
結
果
を
別
な
「
物
語
」
　
に
よ
る
解
釈
結
果
と
並
べ
て
も
、
「
物
語
」
自
体
の

変
革
は
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

大
事
な
の
は
、
「
物
語
」
そ
の
も
の
を
露
呈
さ
せ
、
相
手
の
　
「
物
語
」
そ
の

も
の
と
対
置
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
己
が
行
っ
た
解
釈
結
果
を
と
る

に
至
っ
た
、
内
な
る
根
拠
、
内
な
る
因
果
律
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

作
家
の
意
図
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
結
果
に
至
っ
た
根
拠
を
作
家

の
実
人
生
や
作
品
構
造
に
求
め
る
だ
け
で
な
く
　
(
そ
れ
ら
は
　
「
物
語
」
　
の
始
発

に
過
ぎ
な
い
)
　
そ
こ
か
ら
結
果
に
至
っ
た
、
解
釈
者
自
身
の
内
な
る
因
果
律
を

示
す
の
で
あ
る
。

そ
の
因
果
律
は
論
理
的
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
因
果
律
は
、
そ
の
解
釈

者
が
現
実
世
界
の
人
物
を
見
る
と
き
に
と
る
因
果
律
と
重
な
る
、
偏
見
に
満
ち
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た
独
り
よ
が
り
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
物
語
」
を

露
呈
さ
せ
、
学
習
者
の
　
「
内
部
の
物
語
」
と
対
置
し
た
と
き
、
互
い
の
　
「
物

語
」
は
ゆ
さ
ぶ
り
を
起
こ
し
始
め
る
。

教
師
は
、
自
己
の
偏
見
に
満
ち
た
「
物
語
」
　
の
結
果
を
提
示
し
、
「
物
語
」

を
因
果
律
に
し
て
　
(
お
そ
ら
く
そ
の
中
に
は
教
師
の
実
人
生
か
ら
の
経
験
が
入
っ

て
い
る
だ
ろ
う
)
提
示
す
る
こ
と
で
、
教
室
は
混
乱
し
、
学
習
者
は
異
議
申
し

立
て
を
始
め
る
。
そ
こ
か
ら
全
て
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。

教
材
研
究
も
同
じ
で
あ
る
。
教
材
と
な
る
作
品
も
世
界
を
作
家
自
身
の
　
「
内

部
の
物
語
」
　
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
教
師
は
　
(
あ
る
い
は
文
学
評

論
家
は
)
、
現
実
世
界
レ
ベ
ル
で
の
研
究
、
つ
ま
り
徹
底
的
な
作
家
研
究
を
通

し
て
、
作
者
の
「
内
部
の
物
語
」
を
露
呈
さ
せ
、
そ
れ
を
学
習
者
に
ぶ
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
　
「
内
部
の
物
語
」
自
体
が
、
教
師
あ
る

い
は
評
論
家
の
「
内
部
の
物
語
」
に
よ
る
産
物
で
あ
る
こ
と
の
留
保
付
き
で
。

こ
の
よ
う
に
し
て
露
口
王
さ
れ
た
、
教
師
の
、
ま
た
作
家
の
　
「
内
部
の
物
語
」

は
、
学
習
者
に
と
っ
て
「
了
解
不
能
な
他
者
」
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
こ
の
先
を
ど
う
す
る
か
。
そ
れ
に
は
、
異
文
化
と
い
う
お
な
じ
く
「
了

解
不
能
な
他
者
」
と
分
か
り
合
お
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
異
文
化
接
触
に
つ
い

て
の
実
践
・
研
究
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
(
難
波
-
霊
の
参
照
)
。
国
語
の
授
業

は
、
了
解
不
能
な
他
者
を
引
き
ず
り
出
し
、
自
己
改
革
や
世
界
改
革
を
通
し
て

何
と
か
そ
の
他
者
と
分
か
り
合
お
う
と
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
他
者
を
世
界
を

自
己
を
理
解
す
る
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
の
場
に
な
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

田
中
実
　
(
一
九
九
四
)
　
「
(
偏
見
)
　
の
牙
城
-
新
し
い
作
品
論
の
た
め
に
」
日
本
近

代
文
学
第
5
1
集

中
村
三
春
　
(
一
九
九
四
)
　
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
構
』
　
ひ
つ
じ
書
房

難
波
博
孝
二
九
九
五
a
)
　
「
コ
ー
ド
解
釈
と
推
論
解
釈
(
1
)
」
両
輪
(
神
戸
大

学
発
達
科
学
部
)
　
1
5
号

(
一
九
九
五
b
)
　
「
コ
ー
ド
解
釈
と
推
論
解
釈
(
2
)
」
両
輪
1
7
号

(
一
九
九
六
)
　
「
コ
ー
ド
解
釈
と
推
論
解
釈
(
3
)
」
両
輪
1
9
号

難
波
博
孝
・
今
井
美
都
子
(
一
九
九
五
)
　
「
帝
国
の
教
具
と
し
て
の
S
A
M
B
O
」

児
童
文
学
研
究
　
(
日
本
児
童
文
学
学
会
)
　
第
2
8
号

西
村
清
和

野
家
啓
一

野
家
啓
一

三
浦
俊
彦

(
一
九
九
三
)
　
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
美
学
」
動
葦
書
房

二
九
九
〇
a
)
　
「
「
虚
膜
皮
実
」
　
の
間
」
哲
学
(
日
本
哲
学
会
)
　
4
0
号

(
一
九
九
〇
b
)
　
「
物
語
行
為
論
序
説
」
　
r
物
語
」
　
(
現
代
哲
学
の
冒
険

8
)
　
岩
波
書
店

(
一
九
九
五
)
　
「
虚
構
世
界
の
存
在
論
」
動
葦
書
房

(
な
ん
ば
・
ひ
ろ
た
か
/
愛
知
県
立
大
学
)

(
参
考
文
献
)

ス
ペ
ル
ベ
ル
・
D
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
D
　
二
九
八
六
)
・
内
田
聖
二
他
訳
　
二
九

九
三
)
　
「
関
連
性
理
論
j
研
究
社
出
版
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自
動
化
さ
れ
た
「
物
語
」
か
ら

逃
れ
る
た
め
に

難
　
波
　
博
　
孝

本
論
は
、
ま
ず
、
「
物
語
」
を
対
象
に
対
す
る
解

釈
図
式
と
定
義
し
、
そ
の
「
物
語
」
が
私
た
ち
を
自

動
化
さ
れ
た
解
釈
へ
と
誘
惑
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ

る
。
次
に
、
言
語
の
解
釈
の
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
、

「
物
語
」
　
の
介
入
の
可
能
性
を
見
る
。
次
に
、
文
学

に
つ
い
て
三
種
の
世
界
構
造
の
考
え
を
導
入
し
、
ま

た
、
解
釈
に
お
け
る
世
界
解
釈
の
レ
ベ
ル
を
設
定
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
諸
相
で
「
物
語
」
　
の
介
入
の
可
能
性
を

探
る
。
最
後
に
自
動
化
さ
れ
た
「
物
語
」
か
ら
逃
れ

る
た
め
に
、
国
語
の
授
業
で
行
う
べ
き
こ
と
を
述
べ

る
。
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Beyond Standardized Reading: What Should We Do in a Literature Class?

Hirotaka Nanba

In this essay, primarily I will show how we are often tempted to turn every object
into a set of narrative patterns and read things in a standardized fashion. Secondly, 1
will examine the process of interpreting and find where the narrative moment begins.
Thirdly, from a hermeneutical viewpoint, I will classify literary interpretation into three
patterns and follow each narrative formation. Finally, I would like to suggest the way to
avoid such standardized reading in a literature class.




