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本
書
は
、「
聞
き
書
き
」
を
は
じ
め
た

い
人
の
た
め
の
実
践
的
な
入
門
書
で
あ
る
。

一.

テ
ー
マ
を
定
め
る
―
聞
き
書
き
の

多
様
な
目
的
、
二.

だ
れ
が
書
く
の
か

―
よ
そ
者
・
若
者
？
、
三.

コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
―
聞
く
人
、
話
す
人
を
つ
な
ぐ
、

四.

だ
れ
に
何
を
聞
く
の
か
―
地
域
の

資
源
を
見
つ
め
な
お
す
、
と
い
う
構
成
に

は
じ
ま
り
、
実
際
に
聞
き
書
き
を
行
う
心

得
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
方
法
、
成
果
の
発
信

方
法
や
聞
き
書
き
の
活
用
方
法
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
本
書
の
後
半
部
分
に
は
、
コ

ラ
ム
形
式
に
よ
る
日
本
国
内
や
海
外
で
行

わ
れ
て
い
る
「
聞
き
書
き
」
の
ケ
ー
ス
紹

介
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
二
年
に

林
野
庁
と
文
部
科
学
省
の
主
催
で
開
催
さ

れ
た
「
森
の
〝
聞
き
書
き
甲
子
園
〟」
の

実
践
は
興
味
深
い
。
全
国
か
ら
応
募
し
て

き
た
高
校
生
一
〇
〇
人
が
「
聞
き
書
き
甲

子
園
」
と
し
て
、
日
本
中
の
森
・
川
・
海

の
名
人
の
と
こ
ろ
に
赴
き
、
名
人
の
技
や

知
恵
を
は
じ
め
、
生
き
方
に
つ
い
て
聞
き

書
き
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
現
在
も
続
く

こ
の
実
践
は
、
N
P
O
法
人
が
運
営
事

務
局
を
引
き
受
け
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　「
聞
き
書
き
」、
す
な
わ
ち
聞
い
て
書
く

こ
と
は
、
学
校
の
授
業
や
研
修
、
講
座
な

ど
で
も
す
る
行
為
で
あ
る
。
学
校
と
い
う

場
で
私
た
ち
が
習
得
す
る
技
能
と
い
っ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
本
冊
子
の
副
題

に
も
な
っ
て
い
る
「
聞
く
人
が
い
て
、
話

す
人
が
い
る
」
と
い
う
前
提
が
、
実
は
先

述
し
た
場
で
は
見
落
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
少
な
く
な
い
。
学
校
教
育
や
社
会
教
育

と
い
う
場
に
お
い
て
、「
誰
が
話
す
の
か
」

が
注
目
さ
れ
、
そ
の
人
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
、

人
が
集
ま
る
と
い
う
構
造
は
当
然
の
よ
う

に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
冊
子
の
副
題
お
よ
び
「
は

じ
め
に
」
で
、
こ
う
し
た
場
の
前
提
に
は

聞
き
手
や
読
み
手
と
い
う
受
信
者
が
い
る

と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
聞
き
手

が
何
を
知
り
た
い
の
か
、
そ
の
問
い
が
話

し
手
に
話
す
内
容
を
選
ば
せ
る
。
こ
う
し

た
プ
ロ
セ
ス
で
話
し
手
は
記
憶
を
再
文
脈

化
す
る
。
時
に
、
そ
れ
は
新
た
に
引
き
出

さ
れ
、
記
憶
が
再
生
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ

う
。
聞
き
書
き
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
は
、

本
冊
子
に
書
か
れ
て
い
る
「
人
の
つ
な
が

り
」
と
と
も
に
、「
記
録
」
に
な
っ
て
い

る
出
来
事
お
よ
び
既
存
の
記
憶
の
捉
え
直

し
や
文
化
の
再
生
を
促
す
可
能
性
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
に
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
「
聞
き
書
き
で
地
域
を
つ
く
る
」

こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。聞
き
書
き
は「
話

す
人
」
誰
も
が
人
生
の
主
体
で
あ
り
、
社

会
の
中
に
生
き
る
個
人
と
い
う
存
在
で
あ

る
こ
と
を
「
聞
く
人
」
が
明
ら
か
に
す
る

共
同
作
業
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
聞
き
書

き
」
を
分
析
す
る
に
よ
っ
て
「
話
す
人
」

が
生
き
た
時
代
や
社
会
の
諸
相
が
明
ら
か

に
な
る
。
つ
ま
り
、「
聞
き
書
き
」
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
記
録
と
し

て
残
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
個
人
の
記
録
、

産
業
や
地
域
文
化
、
伝
承
と
い
っ
た
オ
ー

ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
や
自
明
視
さ
れ
て
き
た

事
象
が
文
字
資
料
と
な
り
、
そ
れ
ら
は
社

会
的
な
史
資
料
と
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
う

し
た
一
人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー

を
集
積
し
紡
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の

生
活
史
と
し
て
形
成
さ
れ
、
ま
た
社
会
史

と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
聞
き
書
き
の
特
徴
と
し
て
も
う
一
つ
あ

げ
ら
れ
る
の
は
聞
き
手
の
主
体
性
で
あ
ろ

う
。
聞
き
手
が
字
義
通
り
の
受
け
手
で
あ

れ
ば
、
上
の
よ
う
な
可
能
性
を
引
き
出
す

こ
と
は
難
し
い
。
聞
き
手
が
対
象
者
か
ら

何
を
聞
き
取
り
た
い
の
か
が
重
要
と
な
る
。

本
冊
子
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
聞

き
手
に
よ
る
受
け
取
り
方
の
違
い
が
、
対

象
と
な
る
場
や
人
の
特
徴
を
多
様
に
描
く

こ
と
に
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
。「
他
人

事
ご
と
」
が
「
自
分
ご
と
」
に
な
る
、
も

し
く
は
す
る
た
め
に
も
聞
き
手
自
身
が
対

象
に
開
か
れ
た
構
え
で
い
る
こ
と
が
前
提

に
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
と
え
ば
、
こ

な
す
（
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
仕
事
と
し

て
閉
じ
た
構
え
で
向
か
え
ば
、
構
造
化
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
（
一
問
一
答
形
式
の
よ
う
な

質
疑
応
答
）
に
終
始
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

他
者
や
対
象
に
対
し
て
、
聞
き
手
と
な
る

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
心
構
え
が
問
わ
れ

て
く
る
だ
ろ
う
。
本
冊
子
は
、
そ
う
し
た

構
え
を
最
低
限
整
え
る
た
め
の
準
備
過
程

が
わ
か
り
や
す
く
、
柔
ら
か
く
記
さ
れ
た

書
で
あ
る
。

聞き書きで地域をつくる：
　聞く人がいて、話す人がいる
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