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三
島
由
紀
夫
「
美
し
い
星
」
と
の
三
十
年 

及
川 

俊
哉 

 

三
島
由
紀
夫
の
「
美
し
い
星
」
は
、
一
九
六
二
年
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
す
。
二

〇
一
七
年
に
映
画
化
さ
れ
、
二
〇
二
二
年
に
は
英
語
に
も
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
小
説

の
舞
台
は
埼
玉
県
の
飯
能
市
で
、
こ
の
町
に
住
む
大
杉
重
一
郎
と
い
う
中
年
の
男
性

が
、
あ
る
日
円
盤
を
見
て
「
自
分
は
火
星
か
ら
来
た
宇
宙
人
だ
」
と
い
う
意
識
に
目

覚
め
ま
す
。当
初
重
一
郎
を
笑
っ
て
い
た
家
族
も
、次
々
に
宇
宙
人
意
識
に
目
覚
め
、

地
球
の
人
類
を
核
戦
争
に
よ
る
滅
亡
か
ら
救
済
し
よ
う
と
活
動
を
始
め
る
。
一
方
宮

城
県
仙
台
市
に
は
、
白
鳥
座
の
惑
星
か
ら
来
た
と
い
う
意
識
に
目
覚
め
た
羽
黒
と
い

う
大
学
教
授
を
筆
頭
に
し
た
三
人
組
が
お
り
、
こ
の
一
派
は
地
球
人
を
滅
亡
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
大
杉
重
一
郎
の
家
を
訪
れ
た
羽
黒
ら
は
重
一
郎
に
論

争
を
仕
掛
け
る
。
重
一
郎
は
羽
黒
ら
に
う
ま
く
反
論
で
き
ず
、
敗
退
。
羽
黒
ら
は
意

気
揚
々
と
引
き
上
げ
て
い
き
ま
す
が
、
重
一
郎
は
そ
の
後
癌
を
患
い
、
重
篤
な
状
況

に
陥
り
ま
す
。
最
後
に
重
一
郎
に
宇
宙
意
志
の
声
が
聞
こ
え
、
病
院
を
抜
け
出
す
と

そ
こ
に
は…

…

、
と
い
う
お
話
で
す
。
お
よ
そ
三
島
ら
し
く
な
い
小
説
で
、
発
表
当

時
の
「
図
書
新
聞
」
の
書
評
で
は
酷
評
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

私
は
こ
の
小
説
を
高
校
生
の
頃
に
読
み
、
そ
の
内
容
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
自

分
が
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
小
説
と
ま
っ
た
く
異
な
る
印
象
を
受
け
、
岡
本
太
郎
で

は
な
い
で
す
が
「
な
ん
だ
こ
れ
は
？
」
と
い
う
疑
問
符
が
頭
か
ら
離
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
「
自
分
が
宇
宙
人
だ
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
主
人
公
」
も
突
飛
で
す
し
、

悪
役
の
羽
黒
一
派
に
負
け
て
し
ま
う
の
も
奇
異
に
思
い
ま
し
た
。
最
後
に
主
人
公
が

癌
で
死
に
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
、
こ
う
し
た
小
説
の
オ
チ
と
し
て
は
奇
妙
に

思
い
ま
し
た
。
と
に
か
く
謎
だ
ら
け
の
小
説
だ
っ
た
の
で
す
。
学
部
か
ら
大
学
院
ま

で
、
の
め
り
こ
ん
で
研
究
し
た
結
果
、
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
な
ぞ
っ
た

構
成
な
の
で
は
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
論
証
は
論
文
（
１
）

に
書
き
ま

し
た
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
概
略
だ
け

述
べ
ま
す
。
三
島
が
十
四
歳
の
こ
ろ
に
書
い
た
「
第
五
の
喇
叭
」
と
い
う
詩
と
、
表

現
に
お
い
て
共
通
す
る
点
が
複
数
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
「
第
五
の
喇
叭
」

と
い
う
作
品
は
、
黙
示
録
を
題
材
に
し
た
作
品
で
す
。
こ
の
詩
を
踏
ま
え
て
「
美
し

い
星
」
を
読
み
直
す
と
、
実
に
様
々
な
要
素
が
、
福
音
書
の
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
記
と

符
号
の
一
致
を
み
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
す
。
家
族
は
そ
れ
ぞ
れ
、
妻
が
キ

リ
ス
ト
の
弟
子
の
ペ
テ
ロ
に
あ
た
り
、
長
男
一
雄
は
裏
切
り
の
ユ
ダ
、
長
女
暁
子
は

聖
母
マ
リ
ア
と
堕
天
使
ル
シ
フ
ァ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
羽
黒
一
派
は
キ
リ
ス
ト
を
問
い
詰
め
る
悪
魔
で
す
。
こ
れ
は
最
近
判
明
し
た
こ

と
で
す
が
、
主
人
公
の
名
前
の
「
重
一
郎
」
は
「
一
」
と
「
１
」
と
を
「
重
」
ね
る

と
「
十
」
に
な
る
こ
と
か
ら
「
十
字
架
」
を
名
前
に
負
う
キ
リ
ス
ト
の
暗
示
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
三
島
は
小
説
内
の
至
る
所
に
「
こ
の
小
説
を
キ
リ
ス
ト

教
の
文
脈
で
読
む
よ
う
に
」と
い
う
手
が
か
り
を
ち
り
ば
め
て
い
る
の
で
す
。さ
て
、

で
は
、
こ
の
小
説
を
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
で
分
析
し
て
み
よ
う
と
す
る
と
、
こ
れ
が

非
常
に
難
し
い
。
福
音
書
で
は
キ
リ
ス
ト
は
悪
魔
の
三
つ
の
試
し
を
し
り
ぞ
け
、「
悪

魔
よ
、
去
れ
」
と
告
げ
て
勝
利
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
大
杉
重
一
郎
は
負
け
て
し
ま

い
ま
す
。
で
は
、
こ
の
小
説
は
キ
リ
ス
ト
を
揶
揄
す
る
小
説
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

う
と
も
言
い
き
れ
な
い
の
は
、
重
一
郎
が
最
後
に
死
に
赴
く
か
ら
で
す
。
キ
リ
ス
ト

原
爆
⽂
学
研
究
会
報 

｜
第
六
十
八
号

｜ 

原
爆
文
学
研
究
会 

二
〇
二
三
年
五
月 



― 2 ― 
 

教
の
信
仰
で
は
キ
リ
ス
ト
の
刑
死
は
人
類
を
救
済
す
る
た
め
の
贖
い
の
死
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
は
弱
い
神
で
す
が
、
そ
の
弱
さ
に
よ
る
刑
死
が
信
仰
者

の
栄
光
を
証
明
し
て
い
ま
す
。
高
校
生
の
私
に
と
っ
て
、
重
一
郎
の
死
に
向
か
う
姿

勢
は
、
現
世
を
超
え
た
価
値
へ
の
志
向
を
暗
示
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
い
わ
ば

一
種
の
宗
教
体
験
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
「
謎
」
の
正
体
で

あ
り
、
今
も
自
分
を
研
究
に
駆
り
立
て
る
動
機
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
急
い
で

付
け
加
え
る
と
、
私
は
三
島
の
晩
年
の
天
皇
制
へ
の
傾
倒
に
は
一
切
共
感
し
て
い
ま

せ
ん
。
三
島
の
死
に
方
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
る
こ
と
は
あ
る
の
で
す
が
、
限
ら
れ

た
字
数
内
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で
割
愛
し
ま
す
。 

 

院
生
生
活
の
終
り
の
頃
、
現
在
原
文
研
の
柳
瀬
善
治
さ
ん
と
お
会
い
し
て
、
面
識

を
得
ま
し
た
。
山
中
湖
畔
の
三
島
由
紀
夫
文
学
館
で
の
研
究
会
に
参
加
し
た
際
に
、

近
所
の
食
堂
で
「
ほ
う
と
う
」
を
ご
一
緒
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
自
分
の
力
不

足
も
あ
り
、
高
校
の
国
語
教
師
と
し
て
就
職
し
多
忙
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大

学
院
修
了
後
は
研
究
発
表
を
す
る
こ
と
は
中
断
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
は
ボ
チ
ボ

チ
と
資
料
集
め
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
二
十
年
が
経
過
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
昨
年
度
の
健
康
診
断
で
精
密
検
査
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
何
で
も
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
が
、
検
査
結

果
が
出
る
ま
で
の
数
週
間
、
「
命
に
関
わ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
な
ら
、
こ
れ
ま
で

の
研
究
を
世
に
問
う
て
か
ら
死
に
た
い
」
と
強
く
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
柳
瀬
さ
ん

に
連
絡
を
取
り
、
原
文
研
に
加
え
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。 

 

高
校
生
の
時
か
ら
数
え
れ
ば
、
は
や
三
十
年
も
「
美
し
い
星
」
に
か
か
わ
っ
て
い

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
年
中
に
「
原
爆
文
学
研
究
」
に
投
稿
し
た
い
と
考
え
現
在

論
文
を
執
筆
中
で
す
。
内
容
は
、
「
美
し
い
星
」
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
円
盤
と
宗

教
と
核
兵
器
の
関
係
で
す
。
こ
れ
ら
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、こ
ん
な
三
題
噺
に
う
ま
く
オ
チ
を
つ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、

今
か
ら
先
が
思
い
や
ら
れ
ま
す
。
い
つ
か
皆
様
と
研
究
会
の
発
表
の
場
で
お
会
い
で

き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。 

 

【
注
】 

（
1
）
「
及
川
俊
哉
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
」
（https://syunya-

oikawa.com/prod/

）
に
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
タ
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。 

  

第
六
十
八
回 

原
爆
文
学
研
究
会
報
告 

  

二
〇
二
三
年
三
月
二
十
五
日
（
土
）
、
第
六
十
八
回
研
究
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

前
回
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
で
し
た
が
、
今
回
は
対
面
と
オ
ン
ラ
イ
ン
の
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
形
式
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。 

 

対
面
で
の
研
究
会
の
内
容
は
盛
り
だ
く
さ
ん
で
し
た
。
〈
研
究
発
表
１
〉
は
楠
田

剛
士
さ
ん
に
よ
る
「
詩
誌
「
炮
氓
」
の
原
爆
表
現
」
、
〈
研
究
発
表
２
〉
は
鳥
羽
田

恵
美
子
さ
ん
に
よ
る
「
私
の
継
承―

中
学
校
国
語
に
お
け
る
『
原
爆
文
学
教
材
』

研
究
」
で
し
た
。 

 

後
半
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
「
平
和
教
育
を
問
い
な
お
す
」
と
い
う
題
で
、
ま
ず

司
会
者
の
後
山
剛
毅
さ
ん
か
ら
「
平
和
教
育
に
お
け
る
原
爆
体
験
の
継
承
可
能
性
／

不
可
能
性
」
と
し
、
広
島
の
平
和
教
育
の
歴
史
的
変
遷
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
報

告
は
〈
１
〉
新
木
武
志
さ
ん
「
平
和
教
育
の
な
か
の
原
爆―

長
崎
の
平
和
教
育
が

め
ざ
す
平
和
と
は
」
、
〈
２
〉
西
河
内
靖
泰
さ
ん
「
「
平
和
教
育
」
の
歴
史
を
語
る
」

の
二
つ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 
今
回
の
研
究
会
で
は
、
い
ず
れ
の
発
表
の
中
で
も
、
発
言
者
の
個
人
的
な
経
験
を

交
え
な
が
ら
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
対
面
開
催
な
ら
で
は
の
雰
囲
気
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。 
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◇
研
究
発
表
１ 

 
詩
誌
「
炮
氓
」
の
原
爆
表
現 

楠
田 

剛
士 

  

長
崎
の
原
爆
表
現
史
を
考
え
る
と
き
、
山
田
か
ん
の
仕
事
を
抜
き
に
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
山
田
は
長
崎
原
爆
を
主
題
と
し
て
、
詩
を
書
き
詩
を
批
評
し
た
が
、

一
九
八
四
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
長
崎
・
詩
と
詩
人
た
ち―

反
原
爆
表
現
の
系
譜
』

（
汐
文
社
）
は
、
長
崎
の
戦
後
詩
史
、
原
爆
文
学
史
と
し
て
い
ま
も
重
要
性
を
失
っ

て
い
な
い
。 

 

本
書
の
初
出
は
、
山
田
が
編
集
を
務
め
た
詩
誌
「
炮
氓
」
（
ほ
う
ぼ
う
）
の
連
載

で
あ
る
。
「
炮
氓
」
は
一
九
六
八
年
九
月
に
創
刊
し
、
七
七
年
一
二
月
の
終
刊
ま
で

五
一
号
を
出
し
た
。
誌
名
は
、
「
「
や
か
れ
る
た
み
」
「
「
炮
烙
の
刑
」
に
処
せ
ら

れ
た
無
辜
の
民
を
象
徴
」
」
（
創
刊
号
あ
と
が
き
）
す
る
山
田
の
造
語
で
あ
り
、
反

原
爆
を
意
識
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
六
一
年
か
ら
六
五
年
ま
で
山
田
が
編
集
発

行
し
て
い
た
詩
誌「
橋
」の
後
継
と
し
て
も
原
爆
と
い
う
テ
ー
マ
が
連
続
し
て
い
る
。

創
刊
号
は
建
物
被
爆
や
被
爆
者
を
描
く
詩
や
、
戦
争
、
戦
死
者
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に

関
す
る
作
品
を
掲
載
し
、
特
集
号
と
し
て
「
長
崎
被
爆
二
十
五
年
特
集
」（
一
一
号
）
、

「
被
爆
後
二
十
八
年
特
集
」
（
二
七
号
）
な
ど
を
企
画
し
た
。
特
集
と
銘
打
た
な
く

て
も
原
爆
・
戦
争
に
関
す
る
作
品
が
各
号
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
主
題
も

多
い
。
宮
原
隆
之
助
は
小
児
麻
痺
の
娘
に
つ
い
て
、
入
江
昭
三
は
大
陸
で
の
孤
児
体

験
・
引
揚
体
験
に
つ
い
て
の
作
品
を
多
く
残
し
、
中
川
弘
美
は
廃
坑
と
い
う
新
し
い

テ
ー
マ
を
雑
誌
に
も
た
ら
し
た
。
栗
原
貞
子
な
ど
同
人
以
外
の
寄
稿
も
あ
っ
た
。 

 

「
炮
氓
」
の
同
人
は
、
山
田
が
幹
事
長
を
務
め
た
長
崎
県
詩
人
会
に
所
属
す
る
者

が
多
く
、
彼
ら
の
高
い
創
作
意
識
は
掲
載
作
の
前
衛
性
・
観
念
性
に
も
反
映
し
た
。

少
し
ず
つ
同
人
を
増
や
し
な
が
ら
、
七
〇
年
代
の
長
崎
県
内
の
詩
人
の
結
び
付
き
を

形
成
し
た
。
同
人
増
加
や
テ
ー
マ
の
拡
大
は
、
一
方
で
原
爆
と
い
う
テ
ー
マ
が
希
薄

化
す
る
側
面
も
あ
り
、同
人
の
盗
作
問
題
が
起
こ
り
終
刊
を
迎
え
た
。山
田
自
身
は
、

雑
誌
の
編
集
や
図
書
館
職
員
と
し
て
の
業
務
を
行
い
な
が
ら
、
「
「
炮
氓
」
」
発
行

期
間
内
に
三
冊
の
詩
集
、
『
記
憶
の
固
執
』
『
腐
蝕
す
る
暦
日
の
底
で
』
『
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
に
仔
猫
の
耳
』
を
出
し
、
そ
の
後
も
「
炮
氓
」
掲
載
作
を
収
録
し
た
詩
集
『
予

感
さ
れ
る
闇
』
と
評
論
『
長
崎
・
詩
と
詩
人
た
ち
』
を
出
し
て
、
反
原
爆
の
意
識
を

持
続
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
雑
誌
や
山
田
の
状
況
と
、
当
時
の
文
化
運
動
や
被
爆

者
の
証
言
活
動
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 

◇
研
究
発
表
２ 

 

私
の
継
承 

 
 
―

中
学
校
国
語
に
お
け
る
「
原
爆
文
学
教
材
」
研
究 

鳥
羽
田 

恵
美
子 

  

今
回
の
発
表
は
、
一
言
で
言
う
な
ら
、
個
人
的
な
「
私
」
が
個
人
的
な
「
私
の
父

親
」
の
原
爆
体
験
を
、
ど
う
や
っ
て
、
知
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
、
ど
う
し
よ

う
か
と
考
え
た
と
い
う
多
重
構
造
の
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
観
点
に
分
け
て
、
考
え
る
必
要
が
あ

っ
た
。
ま
ず
一
つ
目
の
観
点
は
、
父
親
が
原
爆
に
つ
い
て
な
ぜ
何
も
語
ら
な
か
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
私
の
脳
裏
に
交
錯
し
た
の

が
、
朽
木
祥
氏
の
「
八
月
の
光
」
の
中
の
『
水
の
緘
黙
』
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
「
八

月
の
光
」
は
『
雛
の
顔
』
『
石
の
記
憶
』
『
水
の
緘
黙
』
と
い
う
三
部
か
ら
構
成
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
三
つ
の
話
が
紡
ぎ
合
わ
さ
れ
て
、
最
後
に
「
八
月
の
光
が
、
あ
た

り
に
満
ち
て
い
た
。
」
と
い
う
文
で
、
見
事
に
昇
華
さ
れ
て
い
く
。
私
が
、
父
の
「
沈

黙
」
を
朽
木
氏
の
『
水
の
緘
黙
』
と
い
う
物
語
の
「
緘
黙
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換

え
た
の
に
は
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。
自
分
か
ら
は
絶
対
に
話
さ
な
い
。
話
す
こ

と
は
な
い
。
話
さ
な
い
こ
と
で
、
生
き
残
っ
た
我
々
は
強
く
生
き
て
い
く
の
だ
と
い

う
原
爆
に
対
す
る
反
逆
的
な
決
意
を
父
の
「
原
爆
の
子
」
と
い
う
文
章
か
ら
読
み
取

っ
た
か
ら
で
あ
る
。 
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で
は
な
ぜ
、
私
が
語
ろ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
中
学
国
語
教
員
に

な
っ
た
私
は
「
碑
」
と
い
う
教
材
に
出
会
っ
た
こ
と
で
、
原
爆
の
記
憶
を
継
承
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
自
覚
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
つ
な
が
り
は
、
先
の
朽
木

祥
氏
の
「
八
月
の
光
」
を
読
み
解
い
た
時
に
、
よ
り
強
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

『
雛
の
顔
』
は
、
原
爆
に
遭
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
人
々
の
顔
を
象
徴
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
亡
く
な
っ
た
人
々
の
こ
と
を
石
は
記
憶
し
て
く
れ
る
。
物
語
の
中
で
は

『
雛
の
顔
』
の
昭
子
が
、
母
や
自
分
の
代
わ
り
に
亡
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
中
学
生
の

顔
を
思
い
出
す
。
『
石
の
記
憶
』
で
光
子
は
忽
然
と
目
の
前
か
ら
い
な
く
な
っ
た
母

を
石
の
影
と
し
て
み
つ
け
る
。
石
が
母
を
記
憶
し
て
い
て
く
れ
た
と
感
じ
救
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
影
は
闇
に
の
み
込
ま
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
、
最
後
の
『
水

の
緘
黙
』
と
い
う
物
語
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
「
ウ
ー
テ
ィ
ス―

ダ
レ
デ

モ
ナ
イ―

」
と
い
う
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
九
歌
「
キ
ュ
ク
ロ
プ
ス
物
語
」
に
寄

せ
る
頌
と
い
う
詩
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
が
こ
こ
に
存
在
す
る
意
味
は
大
き

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
詩
に
登
場
す
る
影
の
仲
間
た
ち
と
は
、
原
爆
で
亡
く
な
っ
た
人
々

の
こ
と
で
あ
り
、
生
き
残
っ
て
自
分
だ
け
が
残
っ
た
こ
と
を
強
く
悔
い
て
い
る
人
の

こ
と
で
も
あ
る
。
影
た
ち
が
影
を
追
い
か
け
て
影
で
あ
る
僕
は
つ
い
に
自
分
の
名
前

も
わ
か
ら
な
く
な
る
。
ダ
レ
デ
モ
ナ
イ
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ダ
レ
デ
モ
ナ
イ
」
と
い

う
言
葉
は
、
「
意
味
が
な
い
。
だ
れ
で
も
い
い
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
、
あ
の
日
、
原
爆
で
亡
く
な
っ
た
人
々
は
意
味
も
な
く
殺

さ
れ
て
い
き
、
残
っ
た
人
た
ち
に
も
何
か
の
意
味
が
あ
っ
て
、
固
有
性
に
よ
り
、
生

き
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
れ
が
生
き
残
り
、
だ
れ
が
死
ぬ
か
は
わ
か
ら
な
い
の

で
あ
る
。
た
だ
、
事
実
を
、
あ
の
日
一
九
四
五
年
八
月
六
日
そ
し
て
、
八
月
九
日
、

ヒ
ロ
シ
マ
で
、
ナ
ガ
サ
キ
で
、
原
子
爆
弾
と
い
う
科
学
兵
器
を
人
間
が
受
け
て
し
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
を
記
憶
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
誰
か
の
記
憶

で
は
な
く
み
ん
な
の
記
憶
と
し
て
私
た
ち
の
記
憶
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
た
と
き

に
、
『
水
の
緘
黙
』
」
の
主
人
公
で
あ
る
「
僕
」
も
救
わ
れ
、
私
（
鳥
羽
田
自
身
）

に
と
っ
て
も
原
爆
の
記
憶
を
、
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
え
る
。 

 

私
の
継
承
（
教
材
研
究
）
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
研
究
発
表
の
後
の
質
疑
応
答
で

は
た
く
さ
ん
の
皆
様
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
混
乱

し
た
私
の
頭
の
中
を
整
理
で
き
た
。
ま
ず
、
父
の
緘
黙
の
意
味
、
そ
し
て
、
ど
う
し

て
そ
れ
を
語
ろ
う
と
考
え
た
の
か
は
、
教
材
「
碑
」
と
「
八
月
の
光
」
と
い
う
本
に

出
会
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
事
後
報
告
の
場
を
借
り
て
確
認
し
た
い
。 

 

◇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
平
和
教
育
を
問
い
な
お
す
」 

◇
司
会
者
か
ら 

 

平
和
教
育
に
お
け
る 

 
 
 
 
 
 

原
爆
体
験
の
継
承
可
能
性
／
不
可
能
性 

後
山 

剛
毅 

  

本
発
表
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
企
画
「
平
和
教
育
を
問
い
な
お
す
」
の
問
題
提
起

と
し
て
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。な
お
、前
半
の
平
和
教
育
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

発
表
者
の
博
士
予
備
論
文
（
修
士
論
文
相
当
）
と
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀

要
に
投
稿
し
た
論
文
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
原
理–

一
九
八
〇
年
以
降
の
原
爆
表
象
を
中
心

に
」
（
二
〇
二
〇
）
の
内
容
を
元
に
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ま
で
広
島
の
平
和
教
育
の
歴
史
は
、
被
爆
教
職
員
の
会
に
よ
る
平
和
教
育
に

注
目
す
る
形
で
整
理
・
記
述
さ
れ
て
き
た
。
一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
一
九
九
〇
年
代

に
か
け
て
、
被
爆
教
師
た
ち
の
現
場
か
ら
の
引
退
（
定
年
）
に
と
も
な
い
、
「
平
和

教
育
運
動
」は
衰
退
し
て
い
っ
た
。こ
の
時
期
に
平
和
教
育
を
主
導
し
始
め
る
の
が
、

広
島
市
教
育
委
員
会
で
あ
る
。 

 
本
発
表
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
が
刊
行
し
た
平
和
教
育
の
教
材
と
そ
の
内
容
を

紹
介
し
、
教
材
の
な
か
の
原
爆
体
験
表
象
の
変
化
を
、
文
字
や
証
言
を
ベ
ー
ス
と
し

た
も
の
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
よ
う
な
遺
物
や
遺
物
を
テ
ー
マ
と
し
た
絵
本

へ
と
変
遷
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
と
く
に
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
刊
行
数
が
増
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加
す
る
「
原
爆
絵
本
」
と
い
う
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
平
和
教
育
が
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。 

 
二
〇
二
三
年
二
月
八
日
に
平
和
教
育
の
教
材
で
あ
る
「
ひ
ろ
し
ま
平
和
ノ
ー
ト
」

か
ら
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
が
削
除
さ
れ
る
と
い
う
発
表
が
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
、

そ
の
削
除
部
分
の
一
部
で
「
漫
画
の
一
部
を
教
材
に
し
て
い
る
た
め
被
爆
の
実
相
に

迫
り
に
く
い
」
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
日
常
会
話
で
も
珍
し

い
「
実
相
」
と
い
う
言
葉
が
、
い
つ
被
爆
体
験
と
結
び
つ
い
た
の
か
歴
史
的
に
整
理

し
た
。 

 

そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、公
的
に
は
一
九
七
八
年
の
荒
木
武
市
長（
当
時
）

に
よ
る
平
和
宣
言
の
な
か
で
、
「
被
爆
の
実
相
」
が
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
、
平
和
宣

言
の
な
か
で
計
九
回
（
一
九
七
八
、
一
九
八
七
、
一
九
九
六
、
二
〇
〇
七
、
二
〇
一

二
、
二
〇
一
四
、
二
〇
一
六
、
二
〇
一
七
、
二
〇
二
一
）
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
言
葉
自
体
が
広
島
市
行
政
の
な
か
で
常
用
さ
れ
始
め
る
の
は
、
二
〇
〇
六

年
に
始
ま
っ
た
広
島
平
和
記
念
資
料
館
の
展
示
整
備
計
画
の
な
か
で
あ
り
、
二
〇
一

一
に
策
定
さ
れ
た
「
広
島
平
和
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
な
か
で
は
、
重
要
な
キ
ー
タ

ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
平
和
宣
言
の
な
か
で
の
使
用
頻
度
の
増
加
時
期

と
市
行
政
の
な
か
で
の
「
被
爆
の
実
相
」
の
定
着
は
同
時
期
で
あ
り
、
「
被
爆
の
実

相
」
は
決
し
て
、
古
く
か
ら
一
般
的
に
使
用
さ
れ
た
言
葉
で
な
く
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
記

憶
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
な
か
で
選
び
取
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。 

 

質
疑
応
答
で
は
、
「
被
爆
の
実
相
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
七
七
年
に
は
す
で
に

あ
っ
た
と
い
う
貴
重
な
情
報
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
そ
の
後
の
調
査
で
、
長
崎
の
平

和
宣
言
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。こ
う
し
た
調
査
か
ら
も
広
島
・

長
崎
間
で
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
収
集
と
整
理
を

お
こ
な
っ
て
、
論
文
に
ま
と
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
。 

  

報
告 

平
和
教
育
の
な
か
の
原
爆 

 
 
 
 
 
―

長
崎
の
平
和
教
育
が
め
ざ
す
平
和
と
は 

新
木 

武
志 

  

原
爆
を
中
心
と
す
る
平
和
教
育
は
、
被
爆
体
験
の
風
化
・
断
絶
が
進
ん
で
い
る
と

危
機
感
を
も
っ
た
広
島
の
被
爆
教
師
が
、
広
島
県
教
職
員
組
合
の
支
援
で
結
成
し
た

広
島
県
被
爆
教
師
の
会
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
（
一
九
六
九
）
。
そ
の
な
か
で
原
爆

を
教
え
る
こ
と
の
意
味
と
し
て
、
（
一
）
「
核
時
代
」
認
識
の
も
と
で
、
人
類
が
生

き
抜
く
た
め
、
（
二
）
軍
国
主
義
復
活
と
い
う
現
実
把
握
の
な
か
で
原
爆
投
下
は
帝

国
主
義
者
の
軍
国
主
義
的
政
策
の
本
質
を
示
す
、
と
い
う
二
点
が
示
さ
れ
た
。 

 

長
崎
で
も
、
同
会
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
被
爆
教
師
の
会
が
結
成
さ
れ
（
一

九
七
〇
）
、
『
ナ
ガ
サ
キ
の
原
爆
読
本
』
を
編
集
・
発
行
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
が

始
ま
っ
た
が
、
長
崎
市
教
育
委
員
会
は
、
「
『
原
爆
を
原
点
と
す
る
』
も
の
で
は
な

い
」
と
す
る
原
則
を
示
し
た
。
組
合
の
支
援
を
受
け
、
帝
国
主
義
戦
争
論
の
立
場
を

と
り
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
政
府
の
安
全
保
障
政
策
に
批
判
的
な
平
和
教
育
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
た
め
、
長
崎
で
の
原
爆
を
中
心
と
す
る
平
和
教
育
は
、
長
崎
市
教
委
と
の
対

立
関
係
の
な
か
で
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
拠
り
所
と
し
た
帝
国
主
義
戦

争
論
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
侵
攻
な
ど
社
会
主
義
国
間
の
戦
争
と
い
う
現
実

の
前
に
説
得
力
を
失
っ
て
い
っ
た
。
一
方
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
核
戦
争
の
脅
威
の

も
と
で
、
原
爆
被
害
を
伝
え
る
取
り
組
み
は
国
際
世
論
や
市
民
に
支
持
さ
れ
、
長
崎

市
教
委
も
小
学
生
の
原
爆
資
料
展
示
の
見
学
な
ど
を
推
進
し
は
じ
め
た
。 

 
し
か
し
、
冷
戦
が
終
結
し
、
核
戦
争
の
脅
威
が
後
退
す
る
と
、
原
爆
被
害
が
切
実

に
受
け
止
め
ら
れ
な
い
状
況
も
生
ま
れ
た
。
長
崎
市
教
委
は
、
二
〇
〇
一
年
に
、「
『
原

爆
を
原
点
と
す
る
』
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
原
則
を
削
除
し
、
「
被
爆
体
験
を
継

承
し
、
平
和
の
大
切
さ
を
発
信
で
き
る
児
童
生
徒
の
育
成
に
努
め
る
」
こ
と
を
示
し

た
が
、
こ
の
よ
う
な
平
和
教
育
に
対
す
る
生
徒
の
「
押
し
つ
け
」
感
や
「
う
ん
ざ
り
」



― 6 ― 
 

感
が
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
人
類
生
存
の
た
め
に
核
と
戦
争
を
否

定
し
て
き
た
平
和
教
育
に
対
し
て
は
正
戦
論
が
台
頭
し
た
。
原
爆
被
害
を
世
界
に
訴

え
る
た
め
に
、日
本
の
侵
略
戦
争
や
加
害
責
任
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、

他
の
戦
争
被
害
に
よ
っ
て
原
爆
被
害
が
相
対
化
す
る
と
い
う
状
況
も
生
み
出
し
た
。 

そ
し
て
現
在
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
政
府
の
安
全
保
障
政
策
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す

る
平
和
教
育
は
、
依
然
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
一
方
、
積
極
的
平
和
の
概
念
に
も
と
づ

き
、
構
造
的
暴
力
の
問
題
に
つ
い
て
の
生
徒
の
主
体
的
な
学
び
を
重
視
し
た
実
践
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
原
爆
や
戦
争
の
リ
ア
ル
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。 
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会
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：
後
山
剛
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報
告
：
新
木
武
志
・
西
河
内
靖
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編
集
後
記 

 

ま
ず
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
平
和
教
育
を
問
い
な
お
す
」
の
報
告
者
の
お
一
人
で

あ
る
西
河
内
さ
ん
の
報
告
文
で
す
が
、
諸
事
情
に
よ
り
掲
載
を
見
送
り
ま
し
た
。
お

詫
び
し
て
お
知
ら
せ
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
巻
頭
エ
ッ
セ
イ
は
及
川
俊
哉
さ
ん
に
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
頂
い
た
エ

ッ
セ
イ
を
一
番
に
読
め
る
の
は
編
集
の
特
権
で
す
が
、
三
島
由
紀
夫
「
美
し
い
星
」

に
つ
い
て
の
ご
研
究
が
近
々
拝
見
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
こ
と
、
楽
し
み
に

し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
度
は
ご
寄
稿
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

第
六
八
回
原
爆
文
学
研
究
会
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
で
行
い
ま
し
た
。
坂
口
博

さ
ん
が
、
対
面
参
加
者
に
、
花
田
俊
典
さ
ん
の
お
宅
の
被
爆
樹
で
作
っ
た
コ
ー
ス
タ

ー
を
お
土
産
に
と
配
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
帰
宅

後
、
コ
ー
ス
タ
ー
は
早
速
リ
ビ
ン
グ
に
飾
り
ま
し
た
。 

 

五
月
一
八
日
か
ら
二
一
日
ま
で
、
広
島
で
G7
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

サ
ミ
ッ
ト
は
「
世
界
の
平
和
と
持
続
的
な
発
展
に
向
け
た
対
話
の
場
」
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
岸
田
首
相
の
議
長
国
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
は
、
「
被
爆
の
実
相
」
と
い
う
言
葉

が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
原
文
研
で
の
発
表
や
議
論
を
思
い
出
し
つ
つ
、
実

況
中
継
を
見
て
い
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
今
回
も
執
筆
者
の
皆
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
世
話
人
会
の
皆
さ
ん
に

も
た
く
さ
ん
助
け
て
い
た
だ
き
な
が
ら
の
編
集
と
な
り
ま
し
た
。
日
々
勉
強
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
改
め
て
研
究
会
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
、
会
報
へ

の
執
筆
を
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
樫
本 

由
貴
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