
一
、「
聞
き
上
手
」
か
ら
「
聴
き
上
手
」
へ 

  

「
聞
き
上
手
に
な
る
の
は
」
自
分
が
受
け
入
れ

る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
大
事
な
こ
と
は
先
月
号
で

お
話
を
し
ま
し
た
。 

 

「
聞
く
」
は
一
般
的
に
「
向
こ
う
か
ら
勝
手
に

流
れ
て
く
る
言
葉
を
、
受
身
的
に
聞
く
」
場
合

に
用
い
ら
れ
ま
す
。「
聴
く
」
は
能
動
的
・
積
極

的
に
耳
を
立
て
て
「
キ
く
」
場
合
に
も
ち
い
ら

れ
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
す
る
と
「
聴
き

上
手
」
と
い
う
表
現
が
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
傾
聴
で
す
。「
聴
」
の
字
源
に
は
「
耳
」「
目
」

「
心
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

ま
さ
に
そ
の
字
の
ご
と
く
、「
耳
と
目
と
心
で
き

く
」
の
が
傾
聴
で
す
。 

【
耳
で
き
く
】 

相
手
の
言
葉
に
よ
る
メ
ッ
セ 

ー
ジ
に
最
後
ま
で
耳
を
傾
け
、
理
解
す
る
。 

【
目
で
き
く
】 

相
手
の
言
葉
以
外
の
行
動
（
姿

勢
、
表
情
、
し
ぐ
さ
、
声
の
調
子
な
ど
）
に
注

意
を
払
う 

【
心
で
き
く
】 

相
手
の
言
葉
の
背
後
に
あ
る

感
情
も
受
け
止
め
、
共
感
を
示
す
。 

 

そ
う
す
る
こ
と
で
、
内
容
を
深
く
理
解
し
よ

う
と
し
、
そ
の
奥
に
あ
る
相
手
の
考
え
や
心
情

に
ま
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

家
本
芳
郎
先
生
は
、『
人
の
話
を
聞
く
と
き
は
、

ま
ず
丸
ご
と
聞
く
。
丸
ご
と
と
い
う
の
は
受
容

的
に
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
自
己

の
思
想
や
感
情
と
対
話
す
る
。
人
の
話
を
聞
い

て
の
ち
、
心
の
内
に
て
対
話
す
る
と
、
自
分
の

感
覚
や
感
情
や
思
想
を
刺
激
し
、
波
立
た
せ
る
。

「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

「
知
ら
な
か
っ
た
」
と
新
し
い
知
識
と
し
て
吸 

収
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、「
…
…
？
」
と
疑
問
に

思
う
こ
と
も
あ
る
。
と
き
に
、「
間
違
っ
て
は
い

な
い
か
」
と
思
っ
た
り
、「
ぼ
く
は
反
対
だ
な
」

そ
う
思
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

人
の
話
を
聞
く
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
外

界
か
ら
の
刺
激
、
感
覚
や
感
情
や
思
想
を
自
己

の
内
部
に
消
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
人
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
再

創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。』
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。 

 

二
、「
聴
き
上
手
」
か
ら
「
訊
き
上
手
」
へ 

 
 

 

傾
聴
力
の
中
に
は
、「
相
手
の
話
し
や
す
い
環

境
を
つ
く
り
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
質
問
す

る
な
ど
相
手
の
意
見
を
引
き
出
す
」
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
な

け
れ
ば
、
一
方
的
に
問
い
詰
め
て
き
き
出
す
の

で
も
な
い
。「
聴
き
上
手
」
と
言
わ
れ
る
人
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
受
け
身
に
な
ら
ず
、
相
手

の
話
に
相
づ
ち
を
打
っ
た
り
、
質
問
を
し
た
り
、

と
き
に
は
自
分
の
考
え
も
交
え
な
が
ら
、
積
極

的
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
相
手
の
話
し
た

い
こ
と
を
引
き
出
す
姿
勢
が
、
社
会
人
と
し
て

必
要
な
傾
聴
力
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

つ
ま
り
「
訊
き
上
手
」
に
な
る
こ
と
で
す
。

「
訊
く
」
の
中
に
は
ひ
た
す
ら
質
問
し
て
相
手
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教
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を
追
い
込
む
よ
う
な
態
度
「
尋
問
」
か
「
詰
問
」

す
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、

質
問
す
る
＝ask

の
意
と
し
て
考
え
た
い
と
思

い
ま
す
。「
不
明
な
点
を
訊
く
」「
訊
き
返
す
」

な
ど
、
い
ず
れ
も
質
問
で
す
。「
訊
く
」
は
「
聞

く
」
や
「
聴
く
」
と
違
い
、「
質
問
す
る
」
と
い

う
能
動
的
な
言
葉
で
す
。 

 

三
、 

教
師
の
力
量
ア
ッ
プ
は
「
訊
く
」
こ
と 

～
若
い
先
生
の
特
権
～ 

 

若
い
先
生
の
特
権
は
「
訊
く
」
こ
と
で
す
。
先

生
に
な
っ
て
短
い
年
数
の
頃
は
、
ど
ん
ど
ん
「
訊

く
」
こ
と
で
す
。「
訊
く
」
の
は
今
で
す
。 

 

ま
ず
は
、
同
じ
学
年
の
先
生
に
「
訊
き
」
ま
す
。

学
年
の
ま
と
め
役
の
先
生
に
、
し
っ
か
り
と
「
訊

き
」
ま
し
ょ
う
。
自
分
で
考
え
て
動
く
と
い
う
の

も
、
も
ち
ろ
ん
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
基

本
が
で
き
て
か
ら
で
す
。
社
会
人
と
し
て
の
気
配

り
は
ど
ん
ど
ん
自
分
か
ら
進
ん
で
し
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
が
、
仕
事
の
内
容
で
は
、
全
く
わ
か
ら
な

い
わ
け
で
す
か
ら
、「
訊
く
」
こ
と
が
必
須
で
す
。 

 

「
訊
き
上
手
」
が
力
量
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
要
因

と
い
う
の
は
、
三
つ
あ
り
ま
す
。 

一
つ
目
は
、「
訊
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の

知
ら
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
自
己
成
長
の
た
め
に
は
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
の
に
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

二
つ
目
は
、「
訊
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
の

こ
と
を
よ
り
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
同
僚
に
訊
く
こ
と
で
、
同
僚
は
「
自
分

を
頼
っ
て
き
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
」
と
普
通
は
う

れ
し
く
な
る
の
で
す
。
教
師
は
、
基
本
的
に
教
え

る
の
が
好
き
な
ん
で
す
。 

 

三
つ
目
は
、「
訊
く
」
こ
と
が
で
き
る
心
の
状
態

が
、
自
分
を
成
長
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。「
訊
く
」

と
い
う
の
は
、
時
と
し
て
、
勇
気
が
必
要
に
な
り

ま
す
。「
訊
く
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
勇

気
が
あ
る
こ
と
な
ん
で
す
。 

 

誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
を
自
分
だ
け
知
ら
な

く
、
そ
れ
を
誰
か
に
訊
く
時
、
恥
ず
か
し
か
っ
た

り
、
怖
か
っ
た
り
し
ま
す
。
思
い
切
っ
て
そ
れ
訊

い
て
み
た
時
、「
え
っ
、
そ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
い

の
…
」
と
そ
の
人
に
言
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
と
想
像
す
る
こ
と
で
、
や
め
て
し
ま
い
が
ち

で
す
。「
自
分
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
・
わ
か
ら
な
い
」

で
も
「
他
の
人
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
・
わ
か
っ

て
い
る
」
と
い
う
の
を
認
め
て
受
け
入
れ
る
の
に

は
、
勇
気
が
い
り
ま
す
。
そ
れ
を
相
手
に
訊
く
の

に
は
、
も
っ
と
勇
気
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
恥
ず

か
し
さ
や
劣
等
感
や
屈
辱
感
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
感
情
が
心
理
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
に
な
る
の
で
す
。 

知
っ
た
か
ぶ
り
や
逆
ギ
レ
を
す
る
こ
と
な
く
、
わ

か
ら
な
い
こ
と
を
「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
素
直
に

言
う
こ
と
が
で
き
、「
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
素
直

に
人
に
頼
む
に
は
、
自
分
の
無
知
と
向
き
合
っ
て

受
け
入
れ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
強
さ
と

成
熟
さ
が
必
要
な
の
で
す
。 

「
訊
く
」
と
き
の
礼
儀
が
あ
り
ま
す
。 

一
つ
は
、
笑
顔
で
。
②
納
得
し
た
時
は
う
な
ず

く
。
③
視
線
を
合
わ
せ
る
。
④
相
づ
ち
を
う
つ
。

「
そ
う
か
」「
な
る
ほ
ど
」と
か
。⑤
メ
モ
を
取
る
。 

「
訊
か
れ
た
」
人
は
、
あ
な
た
に
好
印
象
を
持

ち
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
他
の
時
に
助
け
て
く
れ

た
り
、
貴
重
な
助
言
を
し
て
く
れ
た
り
す
る
こ
と

あ
り
ま
す
。 

学
年
の
先
生
だ
け
で
な
く
、
校
長
先
生
は
じ
め

た
く
さ
ん
の
先
生
の
い
い
と
こ
ろ
か
ら
学
び
ま
し

ょ
う
。
先
輩
の
先
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
素
敵
な
面
を

も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
技
や
心
を
貪
欲
に
、
学
ん

で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
姿
勢
を
退
職
す
る

ま
で
の
続
け
て
い
っ
て
下
さ
い
。 

 


