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前
回
ま
で
は
「
企
画
」
や
「
取
材
」
の
こ
と
に
つ

い
て
書
き
、
今
回
は
い
よ
い
よ
「
表
現
」
の
こ
と
を

書
く
予
定
だ
っ
た
。
が
、
こ
の
予
定
を
変
え
、「
な

ぜ
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
書
く
。

記
事
を
書
く
う
え
で
根
本
的
に
必
要
な
の
は
「
な

ぜ
」
を
追
及
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て

も
書
い
て
お
き
た
い
か
ら
だ
。

最
近
、
納
豆
ダ
イ
エ
ッ
ト
事
件
と
い
う
の
が
あ
っ

た
。
あ
る
テ
レ
ビ
局
が
「
納
豆
を
食
べ
る
だ
け
で
や

せ
ら
れ
る
」
と
い
う
番
組
を
作
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の

学
者
の
研
究
、
実
験
を
も
と
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

番
組
を
見
た
『
週
刊
朝
日
』
の
女
性
記
者
が
首
を
か

し
げ
た
。「
ア
メ
リ
カ
の
人
っ
て
、
そ
ん
な
に
長
期

間
、
納
豆
を
食
べ
ら
れ
る
か
し
ら
」

そ
う
、
そ
う
い
え
ば
そ
う
だ
。
な
ぜ
、
納
豆
な
の

か
？
　
仲
間
た
ち
が
「
な
ぜ
」
の
追
及
を
は
じ
め
、

調
べ
て
ゆ
く
う
ち
に
「
捏
造
」
の
事
実
が
浮
か
び
上

が
っ
た
と
い
う
。

「
納
豆
の
好
き
な
ア
メ
リ
カ
人
は
そ
う
多
く
は
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
？
」
と
い
う
疑
問
を

持
つ
こ
と
か
ら
、『
週
刊
朝
日
』
の
取
材
が
は
じ
ま

っ
た
。
す
ぐ
れ
た
記
事
、
読
み
物
は
、
す
ぐ
れ
た

「
な
ぜ
」
か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
。

私
た
ち
の
周
辺
に
は
、
た
く
さ
ん
の
「
な
ぜ
」
が

あ
る
。
生
態
系
の
大
切
さ
を
説
く
人
は
「
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
製
品
を
無
造
作
に
捨
て
る
な
」
と
い
う
。
で
は

な
ぜ
、
い
け
な
い
の
か
？
　
ド
イ
ツ
の
あ
る
小
学
校

の
先
生
が
、
そ
の
こ
と
を
学
習
の
主
題
に
し
た
。

二
枚
の
ガ
ラ
ス
板
と
木
の
枠
で
作
っ
た
薄
型
の
箱

に
、
土
や
砂
や
落
ち
葉
を
入
れ
た
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

や
ア
ル
ミ
の
破
片
も
土
に
ま
ぜ
、
最
後
に
ミ
ミ
ズ
を

入
れ
た
。
む
ろ
ん
水
も
や
る
。

ミ
ミ
ズ
は
落
ち
葉
を
食
べ
て
土
に
す
る
が
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
な
ど
は
食
べ
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
は
い

つ
ま
で
も
残
っ
て
し
ま
う
。
毎
日
、
ガ
ラ
ス
ご
し
の

観
察
を
続
け
た
子
ど
も
た
ち
は
「
消
え
る
こ
と
の
な

い
ゴ
ミ
」
の
怖
さ
を
知
り
、
や
が
て
、
ゴ
ミ
の
分
別
や

リ
サ
イ
ク
ル
の
活
動
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
手
法
は
新
聞
の
記
事
を
書
く
と
き
に
も
応
用

で
き
る
。
箱
の
中
の
ミ
ミ
ズ
、
落
ち
葉
、
プ
ラ
ス
チ

●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。

「
企
画
」
を
立
て
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
取
材
」
を
重
ね
、
情
報
を
入
手
す
る
。

こ
れ
ま
で
文
章
を
執
筆
す
る
上
で
の
仕
込
み
に
つ
い
て
、
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
、
記
事
執
筆
の
上
で
不
可
欠
な
「
書
く
」
こ
と
の
動
機
づ
け
・
出
発
点
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
な
ぜ
」
を
出
発
点
に
し
た
い
。

¢

ッ
ク
の
様
子
を
写
真
に
し
、
説
明
を
加
え
れ
ば
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ
が
い
か
に
厄
介
な
お
荷
物
か
と
い

う
こ
と
が
読
む
人
に
伝
わ
る
だ
ろ
う
。

「
な
ぜ
」
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
た
と
え
ば
私
た
ち
は

な
ぜ
、
巨
費
を
投
じ
て
遠
く
の
川
の
水
を
運
び
、
そ

の
く
せ
身
近
な
校
舎
の
屋
根
や
校
庭
に
降
る
雨
は
無

造
作
に
下
水
に
捨
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
な
ぜ
を
追
及
し
て
い
け
ば
、
な
ぜ
、
身
近
に

降
る
雨
水
の
活
用
を
考
え
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
進
ん
で
校
内
に
雨
水
タ
ン

ク
を
備
え
る
こ
と
を
思
い
つ
く
子
が
現
れ
て
も
ふ
し

ぎ
で
は
な
い
。
も
っ
と
大
き
な
雨
水
タ
ン
ク
を
造
っ

て
、
ト
イ
レ
の
水
に
使
う
と
い
う
実
践
が
学
校
の
新

聞
を
に
ぎ
わ
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

い
う
新
聞
を
こ
そ
、
私
は
読
み
た
い
。

な
ぜ
、
街
の
ゴ
ミ
は
こ
ん
な
に
多
い
の
か
。
な
ぜ
、

近
所
の
川
は
こ
ん
な
に
汚
い
の
か
。
な
ぜ
、
子
ど
も

の
目
か
ら
見
て
、
見
に
く
い
信
号
灯
が
あ
る
の
か
。

な
ぜ
、
校
庭
に
来
る
野
鳥
の
数
が
減
っ
た
の
か
。

記
事
で
追
及
す
べ
き
「
な
ぜ
」
は
無
数
に
あ
る
。
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濃
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長


