
辰
濃 

和
男
　
●
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
朝
日
新
聞
「
天
声
人
語
」
元
筆
者

実 践 文 章

講

座

㉖

●
た
つ
の
・
か
ず
お

朝
日
新
聞
社
入
社
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
局
長
、
東
京
本
社

社
会
部
次
長
、
編
集
委
員
を
経
て
、
論
説
委
員
。
「
天
声

人
語
」
を
13
年
間
に
わ
た
り
執
筆
。
平
成
６
年
朝
日
カ

ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
社
長
を
経
て
、
現
在
著
述
業
。
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動詞の実力を重視しよう

　
詩
人
の
長
田
弘
は
「
い
ま
は
名
詞
が
多
す
ぎ

る
。
そ
し
て
動
詞
が
す
く
な
す
ぎ
る
」
と
書
い

て
い
る
。

　
現
代
は
圧
倒
的
に
名
詞
の
時
代
だ
。
私
た
ち

は
た
く
さ
ん
の
名
詞
を
手
に
入
れ
な
が
ら
、
し

か
し
、
動
詞
を
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
て
い
る
、

日
本
語
の
動
詞
は
だ
ん
だ
ん
貧
し
く
な
っ
て
い

る
、
と
も
書
い
て
い
る
。

　
動
詞
を
多
く
用
い
た
文
章
に
は
、
は
つ
ら
つ

と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
快
い
。
た
と
え
ば
長

田
弘
に
「
海
辺
」
と
い
う
散
文
詩
が
あ
る
。

　「
波
が
く
ず
れ
て
、
ち
い
さ
な
塩
の
泡
を
撒
き

ち
ら
し
な
が
ら
、
波
打
ち
際
を
す
す
ん
で
く
る
。

ふ
い
に
あ
き
ら
め
て
、
ま
た
も
ど
っ
て
ゆ
く
。

濡
れ
た
砂
が
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
っ
て
、
午
後

の
日
の
光
り
に
淡
く
光
る
。
鈍
い
ろ
の
波
が
も

り
あ
が
っ
て
、
ま
た
く
ず
れ
て
、
す
す
ん
で
く

る
。
寄
せ
て
か
え
す
だ
け
の
清
浄
な
ざ
わ
め
き

の
な
か
に
踏
み
込
む
と
、
ふ
っ
と
す
べ
て
の
音

が
掻
き
消
え
て
し
ま
う
。
黙
る
。
二
、三
歩
あ
る

く
。
立
ち
止
ま
る
（
以
下
略
）」

　
こ
の
短
い
文
章
の
主
役
は
名
詞
で
も
形
容
詞

で
も
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
動
詞
だ
。
数
々
の

動
詞
の
お
か
げ
で
、
押
し
寄
せ
て
、
崩
れ
、
戻
っ

て
ゆ
く
波
の
姿
が
生
き
生
き
と
読
み
手
に
伝

わ
っ
て
く
る
。
海
辺
に
立
ち
、
波
の
動
き
を

じ
っ
と
見
て
い
る
作
者
の
姿
が
く
っ
き
り
と

浮
か
ん
で
く
る
。

　
た
と
え
ば
ま
た
詩
人
、
垣
内
磯
子
に
、
こ

ん
な
作
品
が
あ
る
。

　「
ど
ん
な
朝
で
も
／
起
き
て
／
歯
を
磨
い
て

／
朝
ご
は
ん
を
食
べ
て
／
笑
う
よ
う
に
と
／
子

供
達
に
は
言
い
残
し
ま
し
ょ
う
／
い
つ
か
私
が

死
ぬ
時
に
は
！
／
そ
の
時
に
／
笑
っ
て
言
え
れ

ば
／
な
お
／
良
い
の
で
す
が
（
以
下
略
）」

　
こ
こ
で
は
起
き
る
・
磨
く
・
食
べ
る
・
笑

う
と
い
う
日
常
的
な
動
詞
が
、
朝
の
清
々
し

い
光
、
い
と
お
し
い
食
卓
の
様
子
を
読
み
手

に
伝
え
て
く
れ
る
。
垣
内
も
ま
た
、
動
詞
を

大
切
に
し
て
い
る
作
家
だ
。

◎

　
言
語
学
者
の
大
野
晋
は
、
日
本
の
基
礎
的

な
古
典
語
と
現
代
の
言
葉
と
を
比
較
し
、
ど

ん
な
言
葉
が
今
も
使
わ
れ
て
い
る
か
を
調
べ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
残
存
率
が
い
ち

ば
ん
高
い
の
は
動
詞
だ
っ
た
（
８
６
・
７
％
）。

　
形
容
詞
、
名
詞
が
そ
れ
に
つ
ぎ
、
助
詞
、

助
動
詞
の
残
存
率
は
極
め
て
低
い
。
動
詞
は

日
本
語
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
も

い
い
。
そ
れ
で
も
、
動
詞
は
痩
せ
つ
つ
あ
る

と
い
う
危
機
感
が
私
に
も
あ
る
。

　
私
の
幼
い
こ
ろ
は
、「
井
戸
の
水
を
汲
む
」「
算

盤
を
弾
く
」「
風
呂
敷
で
包
む
」
な
ど
の
、
手
作

業
の
動
詞
を
よ
く
使
っ
た
。
が
、
日
常
の
暮
ら

し
の
変
化
で
、「
薪
で
風
呂
を
炊
く
」
式
の
用
例

が
激
減
し
て
い
る
。
一
方
で
、「
オ
ー
プ
ン
す
る
」

「
チ
ェ
ッ
ク
す
る
」「
テ
ー
ク
ア
ウ
ト
す
る
」「
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
」「
リ
ー
ク
す
る
」
と
い
っ
た
カ
タ

カ
ナ
動
詞
群
が
横
行
す
る
世
の
中
に
な
っ
た
。

開
く
、
確
か
め
る
、
持
ち
帰
る
、
挑
む
、
漏
ら
す
、

な
ど
の
日
本
語
の
動
詞
を
壁
の
花
に
し
て
は
い

け
な
い
。

　
動
詞
を
守
る
こ
と
は
日
本
語
の
根
幹
を
守
る
こ

と
だ
。
動
詞
は
さ
ら
に
、
文
章
に
み
ず
み
ず
し
い

躍
動
感
、
現
実
感
、
具
体
性
を
与
え
て
く
れ
る
。


