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文
章
：
濱
野
ち
ひ
ろ
　
撮
影
：
伊
東
俊
介

特
集

正
当
化
の
手
段

と
し
て
の「
物
語
」

筆
者
の

も
の
の
見
方
と

向
き
合
う 三

年
二
学
期
の
説
明
文
「
作
ら
れ
た
『
物
語
』
を
超
え
て
」。

具
体
的
な
事
例
に
よ
っ
て
、

筆
者
の
主
張
が
展
開
さ
れ
る
論
説
の
文
章
で
す
。

今
号
で
は
、
こ
の
教
材
に
焦
点
を
当
て
、

筆
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、

二
つ
の
教
材
分
析
・
実
践
を
通
し
て
、

筆
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
受
け
止
め
て

自
分
の
考
え
を
も
つ
授
業
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

—
—

作
ら
れ
た
「
物
語
」
を
超
え
て

「
作
ら
れ
た
『
物
語
』
を
超
え
て
」
の
筆
者
・
山
極
寿
一
さ
ん
に
、

こ
の
文
章
に
込
め
た
思
い
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
に
願
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、

お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

筆
者
・
山
極
寿
一
に
聞
く

─
─
「
作
ら
れ
た
『
物
語
』
を
超
え
て
」
で
は
、

人
間
が
身
勝
手
な
解
釈
を
も
と
に
「
物
語
」
を
作

り
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ゴ
リ
ラ
を
例
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

霊
長
類
学
者
と
し
て
三
十
年
以
上
前
か
ら
ゴ
リ

ラ
の
研
究
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
私
が
研
究
を

始
め
た
頃
は
ゴ
リ
ラ
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
多
く
、
暴
力
的
で
恐
ろ
し
い

動
物
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
事
実
と
は
異
な
り
ま
す
。
長
年

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
私
は
自
分
の

目
で
ゴ
リ
ラ
の
社
会
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
の
目
に
映
る
ゴ
リ
ラ
は
、
穏
や
か
で
遊
び
好
き

で
子
育
て
上
手
、
群
れ
の
仲
間
の
み
な
ら
ず
周
り

の
存
在
と
も
共
存
す
る
平
和
な
動
物
で
す
。

─
─
「
物
語
」
と
い
う
表
現
に
は
、
ど
ん
な
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
念
頭
に
置
い
た
の
は
、

芥
川
龍
之
介
の
短
編
「
桃
太
郎
」
で
す
。
有
名
な

昔
話
を
鬼
の
立
場
か
ら
描
い
た
も
の
で
す
。「
鬼

が
島
」
で
安
穏
に
暮
ら
し
て
い
た
鬼
た
ち
の
も
と

に
、
桃
太
郎
が
突
如
と
し
て
現
れ
る
。
逃
げ
惑
う

鬼
た
ち
を
追
い
立
て
る
桃
太
郎
に
、
鬼
は
恐
る
恐

る
、
自
分
た
ち
は
何
か
無
礼
で
も
し
て
し
ま
っ
た
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筆
者
の
も
の
の
見
方
と
向
き
合
う

特
集

「
物
語
」の
も
つ

強
い
力

多
様
な
価
値
観
を

育
む
教
育
を

「
物
語
」
の
裏
側
に
は
、

必
ず
作
っ
た
側
の
意
図
が
あ
る
。

要
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
発
生
し
た
の
が
言

葉
で
す
。

　

言
葉
と
は
、
事
象
を
分
類
し
て
記
号
と
し
て
示

し
た
り
、
異
な
る
物
事
を
比
喩
を
用
い
て
説
明
し

た
り
、
過
去
の
出
来
事
を
描
写
す
る
の
に
優
れ
た

効
力
を
発
揮
す
る
ツ
ー
ル
で
す
。「
向
こ
う
の
山

に
は
行
く
な
、土
砂
崩
れ
が
起
き
て
い
て
危
険
だ
」

と
い
う
情
報
を
言
葉
な
し
に
人
々
に
伝
え
る
こ
と

は
難
し
い
も
の
で
す
が
、言
葉
に
よ
っ
て
「
方
向
」

「
山
」「
土
砂
崩
れ
」「
禁
止
」「
危
険
」
と
い
っ
た

概
念
が
抽
象
化
さ
れ
、
意
味
が
共
有
さ
れ
て
い
れ

ば
、
素
早
く
そ
の
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
間

は
膨
大
な
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま

す
。

　

言
葉
は
、
ロ
ジ
カ
ル
に
現
象
の
因
果
関
係
を
説

明
す
る
こ
と
に
も
た
け
て
い
ま
す
。
こ
の
因
果
関

係
が
、「
物
語
」
に
相
当
す
る
も
の
で
す
。
言
葉

は
「
物
語
」
を
生
み
、
そ
の
「
物
語
」
は
価
値
観

の
一
元
化
と
共
有
を
促
進
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

が
ト
ッ
プ
に
立
つ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
「
物
語
」
の
裏
側
を
見
て
み
れ
ば
、
自

己
実
現
と
は
、
そ
の
人
が
達
成
し
た
成
果
を
無
理

や
り
他
者
に
認
め
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

─
─
誰
か
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
努
力
は
報

わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

え
え
。
他
者
に
評
価
を
強
制
し
て
な
さ
れ
る
自

己
実
現
の「
物
語
」は
、価
値
の
一
元
化
の「
物
語
」

と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
多
様
性
を
重

ん
じ
、
創
造
性
を
育
む
世
界
で
は
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
特
に
学
問
の
世
界

で
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
す
し
、
私
の
考
え
で
は
、

学
問
に
お
い
て
は
一
芸
に
秀
で
る
必
要
も
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
雑
多
な
知
識
や
多
様
な
価
値
観
が

必
要
と
さ
れ
る
。
一
元
的
な
価
値
基
準
の
も
と
利

益
追
求
型
の
研
究
を
行
う
ば
か
り
で
は
、
常
識
を

ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
も
、
真
に
革
新
的
な
ア
イ
デ

ア
を
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
競
争
原
理

だ
け
に
お
も
ね
っ
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

　

現
在
の
日
本
の
学
校
教
育
は
、
到
達
点
を
決
め

て
段
階
的
に
達
成
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ど
ん
な
教
科
に
も
基
礎
知
識

が
必
要
で
す
か
ら
、
こ
の
教
育
方
法
は
間
違
っ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
基
礎
の
上
で
自
分
な
り
の

考
え
を
発
展
さ
せ
る
ほ
う
が
本
来
は
重
要
で
、
そ

う
い
っ
た
力
は
到
達
度
を
競
う
環
境
で
は
育
ち
に

ア
ル
に
想
起
さ
せ
る
た
め
に
巧
妙
に
使
わ
れ
た
の

が
、「
凶
暴
で
恐
ろ
し
い
悪
魔
」
と
し
て
の
ゴ
リ

ラ
で
す
。

　
「
物
語
」
を
読
み
解
く
と
き
、
作
っ
た
側
の
視

点
で
は
な
く
、
作
ら
れ
た
側
の
視
点
か
ら
検
討
す

る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
思
い
を
こ
の
文
章
に

は
込
め
た
つ
も
り
で
す
。「
物
語
」
の
裏
側
に
は
、

必
ず
作
っ
た
側
の
意
図
が
あ
り
、
時
に
そ
れ
は
正

当
化
の
手
段
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

─
─
人
間
社
会
は
な
ぜ
「
物
語
」
を
重
視
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
人
間
が
身
体
よ
り
も
言
葉
を
優
先
す

る
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
も
言
葉
が
生
ま
れ
た
の
は

今
か
ら
た
っ
た
七
万
年
前
の
こ
と
で
す
。
そ
の
頃
、

集
団
の
規
模
が
大
き
く
な
り
、
人
間
は
多
く
の
仲

間
と
効
率
よ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
必

の
探
検
家
が
ゴ
リ
ラ
に
「
物
語
」
を
与
え
た
結
果
、

「
暴
力
的
で
恐
ろ
し
い
悪
魔
」
と
い
う
価
値
観
が

共
有
さ
れ
た
の
で
す
。

─
─
「
物
語
」
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
は

価
値
観
を
共
有
す
る
の
で
す
ね
。

　

そ
う
で
す
。
し
か
し
、注
意
す
べ
き
点
は
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
が
必
ず
し
も
意
図
的
に
ア
フ
リ
カ
や

ゴ
リ
ラ
の
「
物
語
」
を
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
、
彼
ら
に
と
っ

て
は
、
そ
れ
が
当
然
の
世
界
観
だ
っ
た
。
何
の
疑

問
も
な
く
、
そ
の
「
物
語
」
が
作
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
「
物
語
」
に
は
強
い
力
が

あ
り
、
い
つ
し
か
常
識
と
な
っ
て
人
間
社
会
に
流

通
し
て
い
き
ま
す
。

─
─
こ
れ
か
ら
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
お
考
え
を
お
も
ち
で
す
か
。

　

今
、
世
の
中
で
は
「
自
己
実
現
」
と
い
う
言
葉

が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
生
涯

の
目
標
を
も
ち
、
自
分
に
し
か
で
き
な
い
何
か
を

達
成
す
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は

真
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

現
代
流
の
自
己
実
現
を
突
き
つ
め
て
い
く
と
、

そ
れ
は
周
囲
と
競
合
し
他
者
を
押
し
の
け
て
自
分

の
か
と
尋
ね
ま
す
。
す
る
と
桃
太
郎
は
次
の
よ
う

に
答
え
ま
す
。「
日
本
一
の
桃
太
郎
は
犬
猿
雉
の

三
匹
の
忠
義
者
を
召
し
抱
え
た
故
、
鬼
が
島
へ
征

伐
に
来
た
の
だ
」。

　

身
勝
手
な
言
い
分
で
何
の
罪
も
な
い
鬼
を
征
伐

す
る
桃
太
郎
と
、
被
害
者
と
な
っ
て
し
ま
う
鬼
。

こ
の
構
図
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
ア
フ
リ

カ
諸
国
に
対
す
る
か
つ
て
の
植
民
地
支
配
に
そ
の

ま
ま
当
て
は
め
ら
れ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は

ア
フ
リ
カ
を
「
暗
黒
大
陸
」
と
見
な
し
、そ
の
「
文

明
化
」
を
大
義
と
し
て
武
力
に
よ
る
制
圧
を
行
い
、

キ
リ
ス
ト
教
を
普
及
さ
せ
、
植
民
地
支
配
を
進
め

ま
し
た
。
現
地
の
人
々
が
そ
の
被
害
を
受
け
た
こ

と
は
疑
う
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
ゴ
リ
ラ

も
ま
た
被
害
者
で
し
た
。

─
─
ゴ
リ
ラ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て

生
み
出
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

　

そ
う
。
植
民
地
支
配
の
陰
に
は
、
そ
れ
を
正
当

化
す
る
た
め
に
西
洋
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
物

語
」
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
「
物
語
」
を
よ
り
リ

く
い
。
い
く
ら
で
も
横
道
に
そ
れ
な
が
ら
自
由
に

発
想
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
の
ほ
う
が
本
来
は

大
事
な
の
で
す
。
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