
自分の顔を文章で描写する。
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今
年
二
月
六
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
に
「
自
分

ス
ケ
ッ
チ
」
の
話
が
載
っ
て
い
た
。
作
家
・
あ
さ

の
あ
つ
こ
さ
ん
が
、
中
学
生
相
手
に
特
別
授
業
を

行
っ
た
時
の
こ
と
を
記
事
に
し
た
も
の
だ
。

　
生
徒
た
ち
は
、真
新
し
い
ノ
ー
ト
に
自
分
の
顔
、

姿
を
紹
介
す
る
文
字
を
並
べ
る
。
た
と
え
ば
「
色

が
白
い
」「
鼻
の
横
に
ニ
キ
ビ
」「
髪
が
カ
ー
ル
し

て
い
る
」「
ほ
っ
ぺ
が
赤
い
」「
恥
ず
か
し
が
り
や
」

な
ど
と
「
自
分
紹
介
」
の
文
章
を
書
い
て
ゆ
く
。

　
そ
の
調
子
で
、
今
度
は
友
人
の
ス
ケ
ッ
チ
を
し
、

最
後
は
手
鏡
を
の
ぞ
き
な
が
ら
本
格
的
な
「
自

分
ス
ケ
ッ
チ
」
の
言
葉
を
書
く
。「
中
学
生
は
自

分
と
は
何
か
を
考
え
始
め
る
時
期
で
す
。
自
分

ス
ケ
ッ
チ
を
と
っ
か
か
り
に
、
半
歩
で
も
進
ん
で

も
ら
い
た
い
。
鏡
に
映
る
自
分
を
見
て
、
知
ら
な

か
っ
た
自
分
を
見
つ
け
た
人
も
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
」
と
あ
さ
の
さ
ん
は
い
い
、
さ
ら
に
「
こ
の
ノ
ー

ト
を
保
存
し
、
十
八
歳
と
か
二
十
歳
と
か
、
節

目
の
時
に
ま
た
自
分
ス
ケ
ッ
チ
を
す
る
と
面
白
い
」

と
も
い
っ
て
い
た
。

　
早
速
、手
鏡
を
持
ち
出
し
、私
も
「
自
分
ス
ケ
ッ

チ
」
と
い
う
の
を
し
て
み
た
。
な
ん
と
い
う
つ
ま

ら
な
い
顔
だ
と
思
う
。
驚
い
た
の
は
、
あ
き
れ
る

ほ
ど
の
皺
の
深
さ
、
多
さ
だ
。
し
か
も
目
の
下
の

た
る
み
が
す
ご
い
。
眉
間
の
三
本
筋
な
ど
は
、
よ

く
も
ま
あ
、
こ
ん
な
深
い
皺
を
せ
っ
せ
と
刻
み
付

け
た
も
の
だ
と
思
う
。
あ
わ
て
て
、
顏
の
あ
ち

こ
ち
の
皺
を
指
で
の
ば
そ
う
と
し
て
い
る
自
分

が
お
か
し
か
っ
た
。

　「
自
分
ス
ケ
ッ
チ
」
の
試
み
で
学
ぶ
こ
と
が
い

く
つ
か
あ
っ
た
。

①
時
々
、「
自
分
ス
ケ
ッ
チ
」
を
ノ
ー
ト
に
書
き
、

そ
の
ノ
ー
ト
は
保
存
し
て
お
く
。
さ
ら
に

肉
親
や
友
人
の
顔
、
鏡
を
見
て
、
印
象
を

文
章
に
し
て
お
く
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
、

ノ
ー
ト
に
書
き
込
む
作
業
を
続
け
れ
ば
、

描
写
力
を
つ
け
る
い
い
勉
強
に
な
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

②
書
く
た
び
に
変
化
す
る
己
や
友
人
の
顔
を
よ

く
観
察
す
る
こ
と
は
、
自
己
発
見
、
人
間

発
見
の
道
に
つ
な
が
る
。

③
「
自
分
ス
ケ
ッ
チ
」
で
、
己
を
深
く
掘
り
下

げ
る
方
法
に
習
熟
す
れ
ば
、
他
人
の
顔
、

姿
を
描
写
す
る
場
合
も
、
そ
の
方
法
を
駆

使
し
て
、
他
人
の
顔
、
姿
の
、
深
み
の
あ

る
描
写
へ
の
道
が
開
け
る
。

◎
　

　「
作
文
の
秘
訣
」
に
つ
い
て
作
家
井
上
ひ
さ

し
の
名
言
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
言
で
い
え
ば
、

自
分
に
し
か
書
け
な
い
こ
と
を
、
だ
れ
に
で
も

わ
か
る
文
章
で
書
く
」
こ
と
だ
、
と
。「
自
分

に
し
か
書
け
な
い
こ
と
」
を
書
く
の
は
容
易
な

よ
う
で
、
実
は
難
物
な
の
だ
。
難
し
い
け
れ
ど
も
、

自
分
の
顔
や
姿
を
文
章
で
表
現
す
る
こ
と
は
、「
自

分
に
し
か
書
け
な
い
」
文
章
を
め
ざ
す
た
め
の
近

道
の
一
つ
だ
ろ
う
。

　
坐
禅
の
坐
と
い
う
字
は
、
土
の
上
に
二
人
の
人

間
が
坐
る
さ
ま
だ
と
い
う
話
が
あ
る
。
自
分
を
、

も
う
一
人
の
自
分
が
外
側
か
ら
見
る
こ
と
で
は
じ

め
て
、
普
段
は
気
づ
か
な
い
本
質
的
な
部
分
が
見

え
て
く
る
と
い
う
意
味
だ
。

　
つ
い
で
に
い
え
ば
、
文
章
を
推
敲
す
る
時
は
、

書
き
手
の
自
分
が
、
読
み
手
の
側
に
な
り
き
っ
て

読
む
。
そ
う
す
る
と
書
き
手
本
人
が
気
づ
か
な
い

己
の
文
章
の
ア
ラ
が
見
え
て
く
る
。

辰
濃 

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

自分をもう一人の自分が外側から見るように、客観的な目を持つこと。
これがよい文章を書く秘訣です。
今回は、手鏡に映る自分の顔を、わかりやすい文章で表現する「自分スケッチ」を例に、
深みのある描写の仕方についてご紹介いただきました。

実 践 文 章

講

座

㉓

●
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
。


