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ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
な
ぜ
話
題
な
の
か

　

労
作
の
卓
越
し
た
点
に
つ
い
て
ま
ず
三
点
あ
げ
て
お
く
。

一　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
一
九
二
三
年
論
文
の
原
著
に
あ
た
り
、
ダ
イ
ア

ロ
ー
グ
の
こ
と
ば
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
こ
と
ば
を
、
具
体
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
の
中
で
明
確
に
位
置
づ
け
た
こ
と
。（
田
島
は

ロ
シ
ア
語
原
典
を
忠
実
に
反
映
し
た
ド
イ
ツ
語
訳
よ
り
邦
訳
し
、
原
典
に

は
監
訳
者
で
あ
る
桑
野
隆
さ
ん
と
共
訳
者
で
あ
る
朝
妻
恵
里
子
さ
ん
が
あ

た
っ
た
。）

二　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
が
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
運
動
の
一
翼
を
担

う
言
語
学
者
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
異
化
作
用
の
観
点

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
使
用
の
自
動
化
に
抗
す
る
他
者

性
の
意
味
を
明
確
に
し
た
こ
と
。

三　

バ
フ
チ
ン
の
主
要
概
念
を
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
理
論
と
対
比
照
合

す
る
こ
と
を
通
じ
、
バ
フ
チ
ン
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
・
モ
ノ
ロ
ー
グ
概

念
を
は
じ
め
と
し
て
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
、
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
ェ
（
ヘ
テ

ロ
グ
ロ
シ
ア
）、
ソ
グ
ラ
シ
エ
、
笑
い
な
ど
難
解
と
さ
れ
る
概
念
を
明

確
に
し
、
実
践
的
に
も
有
用
な
も
の
と
し
て
磨
き
上
げ
た
こ
と
。

　

以
上
に
よ
っ
て
、
心
理
学
や
そ
の
実
践
領
域
と
し
て
、
教
育
心
理
学
や

臨
床
心
理
学
で
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
い
う
概
念
が
な
ぜ
話
題
な
の
か
。
そ
し

て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
の
方
向
性
が
明
確

に
示
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　

心
理
社
会
支
援
で
、
昨
今
話
題
を
集
め
て
い
る
オ
ー
プ
ン
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
の
実
践
に
お
い
て
、
バ
フ
チ
ン
の
対
話
理
論
と
の
出
会
い
は
大
き
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
西

ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
、
ケ
ロ
プ
ダ
ス
病
院
で
展
開
し
た
急
性
期
の
統
合
失
調
症

　

田
島
充
士
さ
ん
（
以
下
田
島
と
す
る
）
の
労
作
を
拝
読
し
て
、
学
ぶ
こ

と
が
多
か
っ
た
。
言
葉
を
通
し
て
の
人
と
人
の
理
解
に
関
わ
る
根
本
的
課

題
が
扱
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
書
物
は
、
心
理
学
の
実
践
的
な
領
域
に
お
い

て
も
大
い
に
関
係
す
る
。
著
者
渾
身
の
探
求
の
賜
物
で
あ
る
。
様
々
な
観

点
か
ら
読
み
解
か
れ
る
べ
き
労
作
で
あ
る
。
そ
の
正
当
な
評
価
は
、
言
語

学
、
文
学
、
社
会
学
な
ど
の
立
場
か
ら
も
、
多
く
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
待
ち
た
い
。

　

評
者
は
心
理
学
と
く
に
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
心
理
学
を
専
攻
す
る
。
こ

の
た
び
浅
学
を
省
み
ず
書
評
を
お
受
け
し
た
の
は
、
労
の
多
い
周
到
な
資

料
検
討
と
い
う
作
業
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
画
期
的
な
著
作
に
つ
い
て
、
同

学
者
た
ち
に
も
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
先
鞭
を
切
り
た
く
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
心
理
支
援
や
心
理
療
法
の
領
域
に
引
き
寄
せ

て
論
じ
る
こ
と
し
か
、
評
者
に
は
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
。
評
者
自
ら
の

「
視
覚
の
唯
一
性
」
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ト
ピ
ッ
ク
を
抽
出
し
、
編
著
者

の
論
述
に
沿
っ
て
、
評
者
の
側
の
「
視
覚
の
余
剰
」
部
分
を
切
り
捨
て
る

こ
と
な
く
敷
衍
す
る
よ
う
な
論
評
と
す
る
。
我
田
引
水
的
な
書
評
に
な
る

こ
と
を
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
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へ
の
薬
物
療
法
に
頼
ら
な
い
新
し
い
治
療
法
で
、
目
覚
ま
し
い
効
果
を
上

げ
て
い
る
こ
と
で
評
判
に
な
っ
て
い
る
。
発
症
時
二
十
四
時
間
以
内
に

専
門
家
チ
ー
ム
が
訪
問
し
、
状
態
が
回
復
す
る
ま
で
患
者
家
族
と
も
に
対

話
を
重
ね
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
的
主
導
者
セ
イ
ッ
ク
ラ
（Seikkula, 

J.

）
は
、
自
分
た
ち
が
試
み
て
き
た
医
療
実
践
は
、
バ
フ
チ
ン
が
文
学
を

題
材
に
し
て
理
論
化
し
た
対
話
そ
の
も
の
、「
バ
フ
チ
ン
が
書
い
て
い
る

こ
と
を
実
践
で
そ
の
ま
ま
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る
（Seikkula, J. (2011). “B

ecom
ing D

ialogical: Psychotherapy or a W
ay of 

Life? ” T
he A

ustralian and N
ew

 Z
ealand Journal of Fam

ily T
herapy, 32-33; 

179-193.

）。

　

す
べ
て
の
発
話
は
応
答
を
求
め
て
い
る
。
人
の
言
葉
は
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
聴
き
受
け
取
る
か
と
い
う
こ
と
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
て
、
話
す
こ

と
と
聞
く
こ
と
は
切
り
離
せ
な
い
。
人
の
言
葉
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
、
多
声

性
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
一
つ
の
言
葉
に
多
く
の
声
が
同
時
に
響
い
て
い

る
。
バ
フ
チ
ン
の
言
語
観
を
通
じ
て
、
支
援
の
場
で
今
、
発
せ
ら
れ
て
い

る
す
べ
て
の
声
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
り
、
身
体
ぐ
る
み
で
そ
の
場
で
応
答

す
る
、
こ
の
よ
う
な
言

葉
の
活
動
そ
の
も
の
が
、

対
人
支
援
に
関
わ
る
実

践
に
お
い
て
深
い
意
味

が
与
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
心
理

学
領
域
で
は
、
う
っ
か

り
す
る
と
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
を
上
位
の
豊
か
な
言

語
形
式
と
し
、モ
ノ
ロ
ー

グ
は
貧
し
く
、
否
定
的
な
も
の
と
し
て
下
位
に
お
く
よ
う
な
優
劣
感
が
つ

き
ま
と
う
。
バ
フ
チ
ン
の
著
書
に
戻
り
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ

の
概
念
を
見
極
め
る
地
道
な
作
業
が
こ
の
あ
た
り
で
必
要
で
あ
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
も
、
田
島
の
労
作
は
時
期
を
得
た
待
望
の
も
の
と
評
価
し
た

い
。

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
モ
デ
ル

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
。
心
理
学
領
域
で
は
ま
ず
人
口
に
膾
炙
し
な
い
。
バ

フ
チ
ン
の
影
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
は
無
論
の
こ

と
、
バ
フ
チ
ン
の
名
前
も
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
心
理
学
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
重

な
る
よ
う
に
紹
介
さ
れ
は
す
る
が
、
心
理
学
系
の
場
合
、
一
次
資
料
に
あ

た
り
根
拠
資
料
を
確
か
め
そ
こ
か
ら
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
真
意
を
定
位
し

よ
う
と
す
る
作
業
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
も
本
書
に
お
い
て
達

成
さ
れ
た
事
項
は
、
国
際
的
に
も
評
価
さ
れ
る
労
作
で
あ
る
。

　

評
者
も
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
名
前
は
バ
フ
チ
ン
と
そ
の
周
辺
を
探
る

段
階
で
名
前
は
知
っ
て
い
た
。
一
九
二
三
年
の
『
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
こ
と

ば
に
つ
い
て
』
の
英
訳
は
、
ど
こ
か
で
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
に
ざ
っ
と

目
を
通
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
印
象
に
残
っ
て
い
な
い
。
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
立
場
か
ら
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ

を
整
理
し
た
論
文
の
よ
う
に
思
っ
た
。
田
島
の
編
著
で
、
そ
の
誤
解
が
解

消
さ
れ
た
。

　

田
島
に
よ
る
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
理
論
の
詳
細
な
検
討
か
ら
わ
か
る
が
、

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
こ
と
ば
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
こ
と
ば
に
優
劣
関
係
は
な

い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
直
接
的
か
間
接
的
か
、
相
互
的
か
一
方
通
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行
的
か
と
い
う
形
式
の
違
い
が
両
者
に
あ
る
こ
と
を
も
と
に
、
ヤ
ク
ビ
ン

ス
キ
ー
は
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
の
形
式
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
直

接
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
、
間
接
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
、
直
接
的
モ
ノ
ロ
ー
グ
、

間
接
的
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
四
つ
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
場
に
お
け
る
空
間
的
な
リ
ソ
ー
ス
と
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
の
共

有
量
に
よ
っ
て
、
以
上
の
四
つ
の
形
式
の
特
徴
が
明
示
さ
れ
る
。
な
お
本

論
で
紹
介
す
る
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
・
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
は
、
田
島
が
ヤ
ク

ビ
ン
ス
キ
ー
の
議
論
を
分
析
す
る
中
で
創
出
し
た
概
念
で
あ
る
。

　

具
体
的
参
照
物
が
意
味
交
換
の
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
認
知
で
き
て
、
相
手

の
意
図
な
ど
が
身
振
り
、
表
情
、
発
話
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に

よ
っ
て
直
接
と
ら
え
ら
れ
る
状
況
す
な
わ
ち
、
直
接
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

で
は
、
聞
き
手
が
視
覚
、
聴
覚
な
ど
の
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
直
接
的
に
認

識
で
き
る
内
容
（
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
）
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
言
葉
に
す

る
必
要
は
な
い
。
間
接
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
は
、
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
が
限

定
さ
れ
る
た
め
、
言
語
媒
体
そ
の
も
の
に
依
拠
す
る
比
率
が
高
く
な
る
。

メ
ー
ル
で
の
や
り
取
り
な
ど
が
、
と
き
お
り
攻
撃
的
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち

な
の
は
、
状
況
を
把
握
す
る
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
が
少
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

会
話
の
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て
、
聞
き
手
に
比
較
的
安
定
し
た
記
憶
が
あ

り
、
発
話
内
容
の
理
解
に
文
脈
を
与
え
、
解
釈
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え

る
聞
き
手
の
側
の
リ
ソ
ー
ス
を
、
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
は
知
識
的
リ
ソ
ー
ス

と
す
る
。
聞
き
手
、
聴
衆
と
の
間
で
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
に
落
差
が
あ
る
場

合
、
た
と
え
ば
大
学
の
講
義
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、
直
接
的
モ
ノ
ロ
ー

グ
と
い
う
形
式
が
優
位
に
な
る
。「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
と
い
う
と
上
か
ら
下

へ
の
一
方
通
行
と
い
う
否
定
的
印
象
が
付
着
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
空
間
的
・
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
は
、
実
は
豊
か
な
も
の
で

あ
る
。

　

米
国
の
精
神
科
医
サ
リ
ヴ
ァ
ン
（Sullivan, H

.S.

）
は
、
い
ち
早
く
精

神
医
学
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
を
導
入
し
、
そ
の
視
点
か
ら
精
神

医
学
と
治
療
面
接
を
再
構
築
し
た
人
と
し
て
知
ら
れ
、『
精
神
医
学
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
で
あ
る
』
と
い
う
講
義
録
も
残
し
て
い
る
。
ヴ
ィ

ゴ
ツ
キ
ー
の
『
思
考
と
言
語
』
を
一
九
三
〇
年
代
に
注
目
し
、
英
語
へ
の

抄
訳
を
試
み
た
先
駆
的
な
人
で
あ
る
。
そ
の
講
義
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。

講
義
の
始
ま
り
で
サ
リ
ヴ
ァ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
皆
さ
ん
に
注
目
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
当
面
の
音
声
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
の
も
つ
複
雑
な
パ
タ
ー
ン
の
こ
と
で
す
。
音
声

と
い
っ
て
も
音
を
発
す
る
こ
と
と
、
音
を
受
け
取
る
こ
と
と
が
あ
り
、
過

去
の
音
声
の
記
憶
と
未
来
の
音
声
の
予
想
と
が
あ
り
、
言
語
的
な
も
の
と

た
だ
の
声
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
が
皆
さ
ん
の
な
か
で
こ

の
瞬
間
、
効
果
的
に
働
い
て
い
る
か
、
部
分
的
に
は
無
効
で
あ
る
か
、
全

然
だ
め
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
」

　

言
葉
を
発
し
て
い
る
そ
の
現
在
に
お
い
て
、
言
葉
が
教
室
と
聴
講
者
た

ち
を
含
む
環
境
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
む
の
か
に
つ
い
て
、
サ

リ
ヴ
ァ
ン
は
講
義
の
場
で
、
聞
き
手
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

　
「
あ
と
、
現
在
を
構
成
す
る
座
標
軸
と
し
て
は
他
に
た
だ
、
私
の
内
臓

筋
お
よ
び
骨
格
筋
の
状
態
を
あ
げ
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
筋
の
状
態
は
、
現
在
の
場
に
私
が
ど
の
程
度
満
足
し
ど
の
程
度

不
満
で
あ
る
か
、
今
日
の
こ
の
講
義
の
す
で
に
す
ま
せ
た
部
分
と
こ
れ
か

ら
の
部
分
と
に
私
が
ど
の
程
度
満
足
し
、
ど
の
程
度
不
満
で
あ
る
か
、
ま

た
、
こ
の
連
続
講
義
の
う
ち
す
で
に
済
ま
せ
た
回
の
講
義
、
こ
れ
か
ら
予

定
し
て
い
る
回
の
講
義
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
今
日
の
講
義
の
前
後
の
事

柄
に
つ
い
て
、
私
が
ど
の
程
度
満
足
し
、
ど
の
程
度
不
満
で
あ
る
か
、
な

ど
と
関
係
し
て
い
ま
す
。」（Sullivan, H

.S. (1953). C
onceptions of M

odern 
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Psychiatry. N
ew

 York: N
orton. 

中
井
久
夫
・
山
口
隆
訳 

（
一
九
七
六
）『
現
代

精
神
医
学
の
概
念
』
み
す
ず
書
房 

一
二
八
―
一
二
九
頁
）

　

講
義
と
い
う
行
為
と
そ
の
状
況
が
講
義
の
意
味
内
容
を
支
え
る
部
分

を
あ
え
て
、
言
葉
に
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
試
み
に
な
る
。
講
義
で
一
つ
の

内
容
を
講
じ
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
動
き
出
す
空
間
的
、
知
識
的
リ
ソ
ー
ス

は
膨
大
で
豊
か
な
も
の
で
あ
る
。

　

言
語
の
構
成
と
言
語
量
の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
る
ヤ
ク
ビ
ン

ス
キ
ー
の
モ
デ
ル
は
明
晰
で
あ
る
。
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
式
が

優
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
さ
す
が
に
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
で
あ

る
。
ど
れ
か
の
形
式
に
肩
入
れ
せ
ず
に
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
柔

軟
に
使
用
し
て
組
み
合
わ
せ
て
い
け
ば
、
言
語
活
動
の
新
た
な
可
能
性
が

広
が
る
。

　

心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
場
面
を
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
モ
デ
ル
で
と

ら
え
た
と
き
、
面
白
い
こ
と
が
わ
か
る
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
直
接
的
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
に
見
え
る
が
、
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
が
未
共
有
で
あ
る
。
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
は
相
手
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
が
、
既
存
の
知
識
リ
ソ
ー
ス

で
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
を
い
っ
た
ん
置
い
て
お
く
。
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は

手
掛
か
り
を
今
こ
こ
で
の
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
に
求
め
焦
点
を
当
て
る
。
話

を
聞
き
な
が
ら
動
き
出
す
自
ら
の
感
情
の
変
化
、
身
体
感
覚
の
変
化
を
感

受
し
、
そ
れ
ら
を
手
掛
か
り
と
し
て
積
極
的
に
話
者
で
あ
る
ク
ラ
イ
エ
ン

ト
の
状
態
の
理
解
に
活
か
そ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

会
話
の
特
徴
が
、
浮
き
彫
り
に
な
る
。

統
覚
量
に
つ
い
て　

　

目
か
ら
う
ろ
こ
と
も
思
え
る
収
穫
は
、
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
論
文
に
お
い

て
基
本
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
「
統
覚
量
」
の
考
え
で
あ
る
（
三
九
頁　

以
下

ペ
ー
ジ
数
の
み
表
示
）。
統
覚
と
い
う
概
念
自
体
、
現
代
心
理
学
で
は
使
わ

れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
用
語
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
か
ら
、
人
と
人
が

関
わ
り
、
や
り
取
り
す
る
場
面
の
理
解
に
役
立
つ
可
能
性
の
あ
る
概
念
と

し
て
、
甦
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
バ
フ
チ
ン
読
解
に
あ
ら
た

な
観
点
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。　

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
は
統
覚
と
い
う
言
葉
を
も
と
に
、
言
語
理
解
を
説
明

し
て
い
る
。
つ
ま
り
統
覚
量
が
互
い
に
共
通
す
る
相
手
と
は
言
語
的
な
使

用
は
少
な
く
て
済
む
。
統
覚
量
が
互
い
に
近
接
す
る
場
合
、
相
手
の
話
と

同
じ
こ
と
を
聞
き
手
が
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
落

差
が
あ
る
場
合
、「
統
覚
量
の
共
通
性
と
い
う
主
観
的
表
象
を
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
そ
の
つ
ど
確
認
・
更
新
」
す
る
こ
と
が
生
じ
て
い

る
」（
九
七
）。

　

言
い
換
え
る
と
、
な
れ
合
い
関
係
が
生
じ
や
す
い
相
手
と
は
、
時
々
互

い
の
統
覚
量
の
差
異
に
注
目
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の

関
係
が
変
化
を
起
こ
し
、
新
た
な
関
係
性
を
再
構
築
す
る
き
っ
か
け
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
心
理
支
援
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
場
で
は
、
こ
の
落

差
こ
そ
が
支
援
の
目
標
と
し
て
意
味
を
持
つ
。
学
校
教
育
場
面
で
も
そ
う

で
あ
ろ
う
。

　

サ
リ
ヴ
ァ
ン
の
雄
弁
な
講
義
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
サ
リ
ヴ
ァ
ン

は
自
分
の
欲
求
の
充
足
と
不
満
、
そ
れ
に
と
も
な
う
筋
感
覚
の
変
化
に
も

注
意
を
払
っ
て
い
る
。
今
こ
の
瞬
間
に
、
語
り
手
は
記
憶
を
た
ど
り
、
か

つ
て
の
類
似
の
場
面
を
想
起
し
、
今
こ
こ
に
い
る
環
境
場
で
の
応
答
や
自

己
の
生
体
内
部
で
の
筋
肉
感
覚
の
変
化
な
ど
を
同
時
に
感
受
し
て
い
る
。

し
か
も
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
く
、
あ
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
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る
。
田
島
の
い
う
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
と
知
識
記
憶
の
リ
ソ
ー
ス
の
ま
と
ま

り
を
、
統
覚
量
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
フ
ロ
イ
ト
の
古
典
精
神
分
析
で
は
、
患
者
に
寝
椅
子
を
使
用
し
、

分
析
家
は
そ
の
後
ろ
に
座
し
て
、
主
に
自
由
連
想
を
導
入
す
る
。
極
め

て
特
殊
な
言
語
交
流
状
況
を
設
定
す
る
。
こ
の
仕
掛
け
で
は
、
日
常
の
自

動
化
し
た
言
語
使
用
は
遮
断
さ
れ
、
分
析
家
と
患
者
双
方
が
利
用
で
き
る

空
間
的
リ
ソ
ー
ス
や
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
る
。
統
覚

量
を
あ
え
て
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
話
の
一
つ
一
つ
が
比
重
を
増

し
、
ま
さ
に
統
覚
量
の
共
通
性
と
い
う
主
観
的
表
象
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
通
し
そ
の
つ
ど
確
認
・
更
新
す
る
作
業
に
、
分
析
家
は
患
者
と

同
行
す
る
の
で
あ
る
。

　

統
覚
と
い
う
と
、
哲
学
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
カ
ン
ト
、
心
理
学
で
は

ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
ル
ー
ツ
と
す
る
が
、
臨
床
心
理
学
領
域
で

真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
は
、
Ｔ
Ａ
Ｔ
（Them

atic A
pperception 

Test

）
と
い
う
投
影
検
査
法
で
あ
る
。
こ
の
心
理
テ
ス
ト
は
、か
つ
て
「
主

題
統
覚
検
査
」
と
訳
さ
れ
た
よ
う
に
、
統
覚
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い

る
。
Ｔ
Ａ
Ｔ
で
は
、
二
十
枚
の
刺
激
図
版
と
な
る
絵
が
用
意
さ
れ
、
検
査

対
象
者
は
一
枚
一
枚
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
を
も
と
に
、
過
去
、
現
在
、
未
来
を

含
む
物
語
を
語
っ
て
も
ら
う
。「
今
ど
う
い
う
状
況
で
，
こ
れ
ま
で
何
が

あ
っ
て
，
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
簡
単
な
お
話
に

し
て
話
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
教
示
に
従
っ
て
、
物
語
を
作
成
す
る
課

題
で
あ
る
。
こ
の
方
法
の
創
始
者
マ
レ
イ
（M

urray, H
.

）
の
後
を
継
ぎ
、

Ｔ
Ａ
Ｔ
研
究
を
展
開
し
た
ベ
ラ
ク
（B

ellak, L.)

は
統
覚
を
、「
知
覚
し
た

も
の
に
つ
い
て
の
生
命
体
の
意
味
あ
る
解
釈
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の

解
釈
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、
個
人
が
体
験
し
て
き
た
記
憶
の
蓄
積
で
あ

る
（B

ellak, L. (1954). T
he T

hem
atic A

pperception Test and the C
hildren’s 

A
pperception Test in C

linical U
se. N

ew
 York: G

rune &
 Stratton.

）。

　

人
は
生
命
体
と
し
て
、
外
部
か
ら
多
様
な
刺
激
を
被
っ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
内
、
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
受
け
取
っ
た
素
材
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
受

容
者
に
と
っ
て
意
味
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
一
瞬
覚
え
て
は
い
て

も
、
ほ
と
ん
ど
は
記
憶
に
残
ら
ず
消
え
て
し
ま
う
。
感
覚
知
覚
素
材
を
私

た
ち
は
意
味
あ
る
も
の
に
編
成
し
て
い
る
。
今
こ
こ
で
人
が
感
覚
を
通
し

て
受
け
取
っ
て
い
る
も
の
は
、
す
で
に
、
個
人
の
過
去
の
体
験
の
残
留
物

に
よ
っ
て
同
化
さ
れ
、
変
形
を
受
け
る
。
新
奇
な
も
の
も
体
験
の
中
に
位

置
取
り
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
と
め
ら
れ
る
。
統
覚
と
は
こ
の
よ
う

な
働
き
で
あ
る
。
他
者
と
の
統
覚
量
の
共
有
や
微
調
整
が
互
い
の
自
己
を

再
構
成
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

視
覚
の
余
剰　

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
論
文
を
正
当
に
踏
ま
え
た
う
え
で
、
バ
フ
チ
ン
を
読

解
す
る
こ
と
が
、
こ
の
労
作
の
柱
で
あ
る
。
本
書
第
Ⅱ
部
の
記
述
内
容
は

豊
か
で
、
バ
フ
チ
ン
研
究
と
し
て
最
前
線
の
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。　

　

ひ
と
ま
ず
二
つ
の
点
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
一
つ
は
、
統
覚
量
と
い
う

観
点
か
ら
、
対
話
者
た
ち
の
視
覚
の
余
剰
と
い
う
バ
フ
チ
ン
対
話
理
論
の

前
提
と
な
る
点
を
明
確
に
し
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
異
化
作
用
と
い
う
観

点
に
よ
っ
て
、
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
ェ
（
ヘ
テ
ロ
グ
ロ
シ
ア
）
と
い
う
バ
フ
チ

ン
固
有
の
困
難
な
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
も
つ
言
語
理
解
に
関
わ
る
イ

ン
パ
ク
ト
を
正
当
に
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

私
と
他
者
と
の
間
に
は
、
視
覚
の
余
剰
と
い
う
根
本
課
題
が
潜
ん
で
い

る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
の
前
提
と
し
て
、
空
間
的
に
共
有
で
き
な
い
、
自
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己
の
視
点
の
唯
一
性
を
話
者
と
聞
き
手
は
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
世

界
の
意
味
を
解
釈
す
る
。
実
際
に
体
験
さ
れ
る
私
と
彼
の
具
体
的
な
視
野

は
一
致
し
な
い
。「
私
た
ち
が
互
い
に
向
き
合
う
と
き
、
私
た
ち
の
瞳
に

は
二
つ
の
異
な
る
世
界
が
映
っ
て
い
る
」。
バ
フ
チ
ン
は
こ
れ
を
「
視
覚

の
余
剰
」
或
い
は
過
剰
と
呼
ぶ
。
発
話
さ
れ
た
言
葉
の
背
景
に
あ
る
余
剰

と
、
話
者
の
視
点
の
唯
一
性
に
よ
っ
て
、
発
話
の
状
況
に
お
い
て
他
者
と

の
分
か
り
合
え
な
さ
が
つ
ね
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
、
田
島
は
注
目
す
る

（
一
五
四
）。　

　

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
他
者
と
の
間
で
必
ず
視
覚
の
余
剰
と
い
う
ゾ
ー
ン

を
そ
の
つ
ど
産
出
し
て
い
る
。
他
者
と
の
間
で
生
じ
る
余
剰
ゾ
ー
ン
を
切

り
離
さ
ず
、
他
者
の
異
質
性
を
損
な
わ
ず
、
応
答
を
重
ね
る
こ
と
が
、
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
の
核
と
な
る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
は
、
け
っ
し
て
乗
り
越
え

ら
れ
な
い
他
者
性
の
壁
に
直
面
し
つ
つ
、応
答
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

視
覚
の
余
剰
は
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
統
覚
量
の
概
念
と
重
な
る
観
点

で
あ
る
。
バ
フ
チ
ン
も
統
覚
的
背
景
と
い
う
形
で
、
統
覚
を
運
用
す
る

（
一
五
八
）。
聞
き
手
と
話
し
手
の
統
覚
量
は
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
期

待
で
き
な
い
。
話
者
は
聞
き
手
と
の
間
に
あ
る
対
象
の
解
釈
そ
の
も
の
だ

け
で
な
く
、
聞
き
手
の
統
覚
的
背
景
の
内
実
を
察
し
な
が
ら
、
言
葉
を
発

す
る
。
聞
き
手
の
応
答
可
能
性
を
測
り
な
が
ら
、
話
者
の
側
に
は
た
え
ず

内
的
な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
動
い
て
い
る
。

異
化
作
用

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
は
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
、
エ
イ
ヘ
ン
バ
ウ
ム
ら
と
と

も
に
、
オ
ポ
ヤ
ー
ズ
（
詩
的
言
語
研
究
会
）
の
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し
て
い

た
。
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
運
動
の
も
と
に
な
る
サ
ー
ク
ル
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
・

フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
日
本
で
も
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代

に
か
け
て
、
文
学
や
演
劇
畑
で
と
く
に
、
異
化
と
い
う
概
念
が
も
て
は
や

さ
れ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
。
田
島
の
論
は
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
異
化

概
念
を
、
言
語
使
用
の
習
慣
的
自
動
化
に
抗
す
る
観
点
を
提
供
す
る
も
の

と
し
て
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
に
つ
な
ぐ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
バ
フ
チ
ン
の
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
論
理
解
の
奥
行
き
が
見
通
し
の
良
い
も
の
に
な
っ
た
。

　

自
動
化
に
流
れ
る
や
り
と
り
に
対
し
て
、
聞
き
手
で
あ
る
他
者
の
応
答

が
異
化
作
用
を
生
じ
る
。
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
創
造
的
な

シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
言
葉
が
制
度
の
中
で
固
定
し
た
働
き

を
取
っ
て
き
た
既
存
の
意
味
作
用
が
無
効
に
さ
れ
る
。
言
葉
の
自
動
的
な

交
流
を
前
提
に
し
て
他
者
に
近
づ
い
た
と
き
、
他
者
の
抵
抗
、
否
定
的
な

価
値
づ
け
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
の
戸
惑
い
は
、
話
者
に
と
っ
て
自

分
が
使
っ
て
い
る
言
葉
に
意
識
的
に
な
る
契
機
に
な
る
。
他
者
へ
の
応
答

可
能
性
に
開
か
れ
る
よ
う
に
、
話
し
手
が
変
化
を
受
け
入
れ
る
。
こ
こ
に

ダ
イ
ロ
ー
グ
が
始
ま
る
。

　

個
々
の
話
者
の
「
異
化
」
を
伴
う
異
言
語
交
流
、
異
種
言
語
混
交
と
訳

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
ェ
（
ヘ
テ
ロ
グ
ロ
シ
ア
）
と
い
う
概

念
も
、
異
化
作
用
か
ら
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
真
意
が
実
践
的

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
バ
フ
チ
ン
は
、
異
質
な
他
者
の
世
界
の
視
点
に
よ

り
、
慣
習
化
さ
れ
た
世
界
の
意
味
が
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
「
異
化
」
と

呼
ぶ
（
一
七
四
）。

　

と
く
に
、
バ
フ
チ
ン
が
扱
う
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
論
は
異
化
と
の
関
係
で

重
要
で
あ
る
。『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー
の
作
品
と
中
世

―
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
の
民
衆
文
化
』
を
は
じ
め
と
す
る
バ
フ
チ
ン
の
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学

へ
の
著
作
類
は
、
心
理
学
、
対
人
援
助
な
ど
の
領
域
か
ら
は
読
解
し
に
く
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い
部
分
で
あ
っ
た
。
田
島
の
分
析
を
通
し
て
、
実
践
的
な
意
味
も
含
め
て

新
た
な
位
置
づ
け
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

バ
フ
チ
ン
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
聞
き
手
の
笑
い
と
怒
り
を
含
み
つ
つ

進
行
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
際
に
話
者
は
「
自
身
の

言
語
認
識
の
自
動
化
を
停
止
し
、
聞
き
手
の
視
点
か
ら
発
話
を
構
成
す
る

複
雑
な
意
志
行
為
を
操
作
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
」（
二
〇
四
）。
こ
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
話
者
の
側
に
も
笑
い
が
発
生
す
る
。「
笑
い
」
の
作
用

は
、
慣
習
化
さ
れ
た
世
界
観
に
基
づ
く
期
待
が
裏
切
ら
れ
、
思
っ
て
も
み

な
か
っ
た
状
況
が
展
開
す
る
際
に
発
生
す
る
。
話
者
に
怒
り
を
引
き
起
こ

す
こ
と
も
あ
る
が
、
自
分
の
言
葉
に
つ
い
て
、
他
者
に
よ
る
新
た
な
解
釈

の
可
能
性
に
驚
き
、
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
笑
い
は
ア

ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
異
化
作
用
で
あ
る
。
聞
き
手
の
笑
い
を
受
け
て
、「
話

し
手
は
自
ら
の
意
識
自
身
の
言
語
認
識
の
自
動
化
を
停
止
し
、
聞
き
手
の

視
点
か
ら
発
話
を
構
成
し
直
す
と
い
う
複
雑
な
意
志
行
為
を
操
作
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
」（
二
〇
五
）。

　

言
い
換
え
る
と
、
自
分
が
相
手
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

に
、
私
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
導
く
。
一
方
で
、

聞
き
手
の
笑
い
や
怒
り
を
無
視
、
軽
視
し
、
そ
の
抵
抗
を
感
じ
る
こ
と
も

な
く
発
話
を
続
け
る
と
、
見
か
け
は
言
語
的
や
り
取
り
を
し
て
い
る
よ
う

で
も
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
。

　

以
上
の
観
点
を
借
り
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
対
話
応
答
関
係
を
み
る
と
、

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
導
く
他
者
の
応
答
の
異
化
作
用
に
沿
う
の
が
、
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
の
基
本
姿
勢
で
は
な
い
か
。
互
い
の
応
答
は
前
も
っ
て
の
予
測
は

つ
か
な
い
。
自
分
の
発
話
に
対
し
て
、
相
手
が
ど
の
よ
う
に
返
し
て
く
る

か
は
、
不
確
定
で
あ
る
。
未
知
で
あ
る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
は
そ
の
不
確

実
さ
に
耐
え
、
む
し
ろ
相
手
か
ら
予
想
外
の
応
答
が
あ
る
こ
と
に
関
心
を

示
す
ゆ
と
り
が
求
め
ら
れ
る
。

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー

　

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
や
ソ
グ
ラ
シ
エ
と
い
う
バ
フ
チ
ン
独
自
の
言
葉
の
位

置
づ
け
も
、
田
島
の
周
到
な
検
討
か
ら
、
明
確
に
な
っ
た
。

　

心
理
学
領
域
で
も
、
オ
ラ
ン
ダ
の
心
理
学
者
ハ
ー
マ
ン
ス( H

erm
ans, 

H
.J.M

.)

ら
は
、「
対
話
的
自
己
論
」( D

ialogical Self Theory)

と
い
う
立
場

を
と
り
、
自
己
の
実
体
性
・
単
一
性
と
い
う
近
代
的
観
点
を
批
判
し
、
自

己
の
複
数
性
と
、
文
脈
的
に
構
成
さ
れ
る
と
い
う
観
点
を
活
か
す
理
論
化

を
推
進
し
て
い
る
。
自
己
は
複
数
の
声
を
た
え
ず
産
出
す
る
。
他
者
の
言

葉
も
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
る
。
実
践
場
面
で
は
、
そ
の
場
の
す
べ
て
の

参
加
者
の
言
葉
を
集
め
、
そ
の
言
葉
も
活
か
し
応
答
を
重
ね
る
。
こ
の
よ

う
な
声
の
複
数
性
が
共
鳴
し
合
う
自
己
の
と
ら
え
や
対
話
実
践
で
、
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
（polyphony

）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
き
た
。
田
島
の
バ

フ
チ
ン
読
解
は
、
調
和
的
印
象
に
流
れ
が
ち
な
心
理
学
文
脈
の
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ー
理
解
と
は
、
一
線
を
画
す
。
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
は
、
作
者
と
登
場
人

物
そ
し
て
読
者
が
「
互
い
に
異
質
な
視
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
エ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
、
否
定
的
な
評
価
を
下
し
合
う
矛
盾
に
満
ち
た

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
状
況
を
示
す
」（
二
三
〇
）
も
の
で
あ
る
。　

　

ソ
グ
ラ
シ
エ
と
い
う
言
葉
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の
言
葉
は
、
英
語
訳

のagreem
ent

に
引
き
ず
ら
れ
て
、
少
な
く
と
も
心
理
学
領
域
で
は
、
意

味
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
保
留
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
た
が
、「
ソ
（
と
も

に
）」「
グ
ラ
シ
エ
（
声
を
出
す
こ
と
）」
を
か
け
あ
わ
せ
た
バ
フ
チ
ン
が
提

唱
す
る
ソ
グ
ラ
シ
エ
（soglasie

）、
す
な
わ
ち
「
と
も
に
声
を
だ
す
こ
と

＝
協
働
」「
さ
ま
ざ
ま
な
声
が
あ
る
こ
と
＝
差
異
対
立
」
の
両
立
と
い
う

概
念
は
、心
理
社
会
的
支
援
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
協
働
（collaboration

）
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を
導
く
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
支
援
の
場
に
お
い
て
、「
個
々
の
話
者
が
、

独
自
の
評
価
を
も
つ
視
点
の
異
質
さ
を
失
わ
ず
、
し
か
し
同
時
に
、
同
じ

活
動
に
携
わ
り
続
け
る
」
と
い
う
観
点
が
そ
こ
か
ら
与
え
ら
れ
る
。

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
と
バ
フ
チ
ン
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
概
念
は
異
な
る
。
こ

れ
が
労
作
の
結
論
の
一
つ
で
あ
る
。
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
場
合
ダ
イ
ア

ロ
ー
グ
と
は
、
話
題
に
関
す
る
空
間
的
・
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
の
共
有
へ
の

期
待
を
前
提
に
、
話
し
手
と
聞
き
手
が
比
較
的
速
や
か
に
交
替
す
る
こ
と

を
念
頭
に
お
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
形
態
で
あ
る
の
に
対
し
、

バ
フ
チ
ン
の
場
合
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
交
替
頻
度
や
発
話
の
構
成
形
態

と
は
基
本
的
に
関
わ
り
な
く
、
相
手
の
応
答
お
よ
び
応
答
可
能
性
へ
志
向

し
、
自
分
自
身
の
発
話
を
調
整
し
て
い
く
こ
と
で
展
開
し
続
け
る
話
者
ら

の
内
的
・
外
的
な
相
互
交
流
を
示
す
概
念
で
あ
る
（
一
六
一
）。

　

と
こ
ろ
が
、
バ
フ
チ
ン
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
概
念
が
、

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
フ
チ

ン
の
テ
キ
ス
ト
に
、
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
的
な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー

グ
の
概
念
が
混
在
し
て
い
る
。
田
島
の
こ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ

る
。
バ
フ
チ
ン
の
定
義
に
も
と
づ
く
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
概

念
を
そ
れ
ぞ
れ
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー
・

モ
ノ
ロ
ー
グ
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
は
、
対
話
・
ダ
イ
ア

ロ
ー
グ
と
い
う
概
念
が
拡
張
、
拡
散
し
て
い
る
心
理
学
、
人
間
科
学
の
実

践
領
域
に
お
い
て
、
説
得
力
を
持
つ
。

実
践
領
域
へ
の
適
用

　

バ
フ
チ
ン
が
な
ぜ
心
理
学
の
実
践
領
域
に
重
き
を
置
か
れ
る
の
か
は
、

田
島
の
こ
の
画
期
的
な
仕
事
か
ら
お
の
ず
と
理
解
で
き
る
。
ま
ず
田
島

が
整
理
し
、
示
し
た
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
言
語
形
式
の
モ
デ
ル
は
、
日
常

文
脈
で
習
慣
化
さ
れ
た
言
語
使
用
、
定
番
の
序
列
関
係
や
、
価
値
観
に
基

づ
く
文
脈
で
の
や
り
取
り
に
飲
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
形
式
か
ら
言
語
の
理
解
を
と
ら
え
る
。
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
も
斬

新
で
わ
か
り
や
す
い
。
た
と
え
ば
条
件
反
射
学
と
そ
の
後
の
展
開
、
信
号

系
理
論
と
し
て
、
一
九
五
〇
年
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
日
本
で
も
導

入
さ
れ
て
は
き
た
が
、
ほ
ど
な
く
歴
史
的
な
位
置
づ
け
に
と
ど
ま
っ
て
し

ま
っ
た
理
論
な
ど
も
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
視
点
を
取
る
と
、
そ
の
構
造

が
見
え
、
新
た
な
読
解
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

心
理
援
助
職
の
私
た
ち
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
今
こ
こ
の
現
場
と
そ
の
相
手

に
関
わ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
言
葉
と
そ
の
働
き
を
学
ぶ
こ
と
や
、

話
者
自
身
が
自
ら
の
言
葉
の
複
数
性
に
気
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
交

流
を
自
身
の
中
で
実
行
す
る
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
り
た
い
。
臨
床
実
践
、

心
理
支
援
場
面
は
つ
ね
に
名
前
を
も
つ
特
定
の
相
手
と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
で
あ
る
。
不
特
定
多
数
の
相
手
と
の
間
に
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
生
じ
な

い
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
標
準
的
、
平
均
的
な
人
間
が
相
手
で
は
な
い
。
言

い
換
え
る
と
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
は
シ
ナ
リ
オ
は
な
い
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は

つ
ね
に
新
し
い
。
そ
し
て
驚
き
の
瞬
間
が
含
ま
れ
る
。

　

最
終
的
に
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
限
界
に
関
わ
る
議
論
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
あ
る
瞬
間
に
壁
に
ぶ
つ
か

る
。
臨
床
の
場
で
た
と
え
ば
、
自
分
を
閉
じ
た
ま
ま
の
人
に
対
し
て
、
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
他
者
性
と
は
、
こ
の
限
界
に
お
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い
て
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
心
理
支
援
の
場
面
に
お
い
て
、
こ
の
限

界
は
避
け
て
通
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
相
手
を
助
け
よ
う
と
す
る
意
志
そ
の

も
の
が
限
界
に
よ
っ
て
打
ち
砕
か
れ
る
。
人
に
会
う
と
き
は
、
そ
の
よ
う

な
意
志
や
欲
望
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
状
態
に
踏
み
と
ど
ま
る

こ
と
が
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
実
践
的
態
度
で
あ
る
。
回
復
や
治
癒
は
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
の
あ
と
に
、
か
ろ
う
じ
て
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
副
産
物
と
も

い
え
る
。

（
立
命
館
大
学
・
森
岡
正
芳
）


