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21
世
紀
の
〈
二
都
物
語
〉

阿　

部　

賢　

一

英
国
の
作
家
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
ロ
ン
ド
ン
と
パ
リ
を

舞
台
に
し
た
小
説
『
二
都
物
語
』
を
発
表
し
た
の
は
１
８
５
９
年
。

そ
れ
か
ら
百
六
十
年
ほ
ど
を
経
て
、
新
た
な
〈
二
都
物
語
〉
が
誕
生

し
た
。
チ
ェ
コ
の
作
家
ア
ン
ナ
・
ツ
ィ
マ
に
よ
る
『
シ
ブ
ヤ
で
目
覚

め
て
』
は
、日
本
文
学
に
関
心
を
寄
せ
る
プ
ラ
ハ
の
大
学
生
ヤ
ナ
と
、

渋
谷
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
も
う
一
人
の
ヤ
ナ
の
物
語
だ
。
外
国
文
学

の
愉
し
み
の
ひ
と
つ
に
異
国
の
生
活
風
景
を
味
わ
え
る
こ
と
が
あ
る

と
し
た
ら
、
こ
の
小
説
で
も
、
ヤ
ナ
の
生
活
風
景
を
通
し
て
、
プ
ラ

ハ
の
若
者
の
生
態
（
三
船
敏
郎
の
フ
ァ
ン
と
か
、
い
つ
も
ビ
ー
ル
を

飲
ん
で
い
る
と
か
）
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
加
え
、
彼
女

の
視
線
を
通
し
た
「
東
京
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き

る
の
も
〈
二
都
物
語
〉
の
醍
醐
味
だ
。
と
は
い
え
、
異
国
情
緒
の
み

が
強
調
さ
れ
る
多
く
の
作
品
と
本
書
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の

は
、
ヤ
ナ
が
架
空
の
作
家
川
下
清
丸
の
小
説
を
チ
ェ
コ
語
に
翻
訳
す

る
点
に
あ
る
。
し
か
も
、
大
正
・
昭
和
初
期
の
作
家
で
あ
る
た
め
、

エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
あ
る
は
ず
の
文
章
か
ら
は
ど
こ
か
レ
ト
ロ
な
匂
い

が
漂
っ
て
く
る
。プ
ラ
ハ
と
東
京
と
い
う
都
市
文
化
だ
け
で
は
な
く
、

大
正
・
昭
和
と
21
世
紀
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
時
代
を
駆
け
め
ぐ
る

こ
の
物
語
を
い
ち
ば
ん
楽
し
め
る
の
は
、
日
本
の
読
者
か
も
し
れ
な

い
。
近
く
て
遠
い
、
遠
く
て
近
い
都
市
の
姿
を
も
っ
と
も
体
感
で
き

る
か
ら
だ
。
ぜ
ひ
、
こ
の
小
説
を
繙
い
て
、
異
な
る
都
市
と
時
間
を

往
還
す
る
物
語
を
満
喫
し
て
ほ
し
い
。

（
あ
べ　

け
ん
い
ち
・
東
京
大
学
准
教
授
）

『
シ
ブ
ヤ
で
目
覚
め
て
』
を
読
ん
で
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再
会

須　

藤　

輝　

彦

こ
こ
だ
け
の
話
、
僕
と
こ
の
小
説
の
著
者
、
ア
ン
ナ
・
ツ
ィ
マ
は

友
だ
ち
だ
。
こ
れ
は
翻
訳
を
通
じ
て
訳
者
と
著
者
が
友
だ
ち
に
な
っ

た
と
い
う
、
よ
く
あ
る
け
れ
ど
も
胡
散
臭
い
話
で
は
な
い
。『
シ
ブ

ヤ
で
目
覚
め
て
』
が
出
版
さ
れ
、
瞬
く
間
に
チ
ェ
コ
の
新
人
賞
を
総

ナ
メ
に
す
る
か
な
り
前
か
ら
、
僕
は
彼
女
と
友
だ
ち
だ
っ
た
。
し
か

も
僕
が
プ
ラ
ハ
で
出
会
っ
た
彼
女
は
小
説
家
で
す
ら
な
く
、
日
本
文

学
を
研
究
す
る
チ
ェ
コ
人
学
生
だ
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
を
訳
者
が
半

ば
公
の
場
で
言
う
の
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

の
こ
と
は
僕
が
こ
の
小
説
を
翻
訳
す
る
う
え
で
、
か
な
り
大
き
な
要

素
だ
っ
た
。

『
シ
ブ
ヤ
で
目
覚
め
て
』
は
、
二
人
の
ヤ
ナ
を
主
人
公
と
し
た
物

語
で
あ
る
。
プ
ラ
ハ
の
ヤ
ナ
は
と
あ
る
（
架
空
の
）
日
本
人
小
説
家

を
研
究
・
翻
訳
す
る
の
だ
が
、
渋
谷
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ヤ
ナ
は
、

じ
つ
は
現
在
進
行
形
で
小
説
を
書
い
て
い
る
。
主
人
公
と
著
者
を
同

一
視
す
る
の
は
文
学
研
究
で
は
ご
法
度
だ
け
れ
ど
、
ア
ン
ナ
と
ヤ
ナ

を
重
ね
る
な
ら
ば
、
小
説
家
で
あ
る
と
同
時
に
翻
訳
者
・
研
究
者
で

も
あ
る
著
者
は
こ
こ
で
、
そ
の
二
つ
の
顔
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ヤ
ナ
に
割

り
当
て
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
。
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
小
説
を
訳

し
な
が
ら
、
こ
ん
な
思
い
が
沸
い
た
。
あ
あ
、
5
年
前
、
僕
が
プ
ラ

ハ
で
出
会
っ
た
の
は
、
ア
ン
ナ
の
片
割
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
な

と
。日

本
の
読
者
が
こ
の
小
説
を
読
む
と
き
、
慣
れ
親
し
ん
だ
母
国
で

あ
る
は
ず
の
日
本
は
、
新
鮮
で
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
奇
妙
な
横
顔
を
見
せ

て
く
れ
る
。
こ
の
贅
沢
な
経
験
は
、
僕
に
と
っ
て
は
ア
ン
ナ
・
ツ
ィ

マ
と
の
出
会
い
直
し
と
と
も
に
や
っ
て
き
た
。

（
す
ど
う　

て
る
ひ
こ
・
東
京
大
学
大
学
院
生
）

異
世
界
へ
誘
う
〈
日
本
小
説
〉

ブ
ル
ナ
・
ル
カ
ー
シ
ュ

19
世
紀
後
半
か
ら
台
頭
し
、
西
洋
近
代
美
術
の
一
大
特
色
を
な
し

た
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
は
、
絵
画
や
ポ
ス
タ
ー
と
い
っ
た
視
覚
芸
術
の
み

で
は
な
く
、
同
時
代
の
文
学
に
も
鮮
明
に
表
れ
、
日
本
趣
味
を
具
象

し
た
文
学
作
品
、
こ
と
に
小
説
も
多
数
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

チ
ェ
コ
に
は
昔
か
ら
こ
の
種
の
作
品
が
多
く
書
か
れ
、
国
民
に
愛
読

さ
れ
て
い
た
。
来
日
経
験
は
な
い
が
、
東
洋
に
魅
惑
さ
れ
、
日
本
を

描
い
た
小
説
を
何
篇
も
残
し
た
作
家
Ｊ
・
ゼ
イ
エ
ル
に
は
、
歌
舞
伎

な
ど
で
よ
く
知
ら
れ
る
白
井
権
八
と
小
紫
の
物
語
を
独
自
に
作
り
変
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え
た
『
ゴ
ン
パ
チ
と
コ
ム
ラ
サ
キ
』
と
い
う
小
説
が
あ
る
が
、
こ
れ

は
か
の
有
名
な
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
『
お
菊
さ
ん
』
よ
り
数
年
も

早
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
は
も
ち
ろ
ん
な

く
、
自
由
に
旅
行
も
で
き
な
か
っ
た
こ
の
時
代
に
、
小
説
は
読
者
に

異
国
へ
の
扉
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
コ
を
は
じ
め
西
洋
で

〈
日
本
小
説
〉
が
流
行
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

20
世
紀
前
半
、
日
本
を
訪
れ
る
チ
ェ
コ
出
身
の
旅
行
家
や
小
説
家

が
増
え
、
日
本
を
舞
台
に
し
た
小
説
も
人
気
を
あ
つ
め
た
が
、
戦
後

ま
も
な
く
姿
を
消
し
た
。
共
産
主
義
の
強
権
体
制
に
転
じ
た
チ
ェ
コ

で
は
、海
外
旅
行
は
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
夢
物
語
で
あ
っ
た
が
、

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、
新
聞
雑
誌
で
外
国
の
事
情
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
増
え
、
遠
く
離
れ
た
日
本
も
い
つ
の
間
に
か
幻
想
の
衣
を
は

ぎ
取
ら
れ
、
現
実
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ア
ン
ナ
・
ツ
ィ
マ
の
『
シ
ブ
ヤ
で
目
覚
め
て
』
は
こ
の
よ
う
な
伝

統
を
引
く
と
も
言
え
よ
う
が
、共
通
点
よ
り
む
し
ろ
違
い
が
際
立
つ
。

従
来
の
〈
日
本
小
説
〉
は
異
国
と
し
て
の
日
本
の
文
化
の
紹
介
に
力

を
入
れ
、物
語
そ
の
も
の
は
二
の
次
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

ツ
ィ
マ
さ
ん
の
作
品
は
、
奇
抜
な
物
語
展
開
に
作
者
の
主
眼
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
う
。
ヤ
ン
グ
・
ア
ダ
ル
ト
小
説
と
い
う
側
面
を
持
つ『
シ

ブ
ヤ
で
目
覚
め
て
』
は
、
こ
こ
20
年
ほ
ど
チ
ェ
コ
で
盛
ん
に
受
容
さ

れ
る
ア
ニ
メ
や
漫
画
に
親
し
ん
で
き
た
若
い
読
者
層
に
絶
大
な
人
気

を
博
し
た
と
い
う
が
、そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、や
は
り
ス
ト
ー
リ
ー

の
面
白
さ
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
こ
こ
で
映

し
出
さ
れ
る
日
本
（
ま
た
は
日
本
文
化
や
文
学
）
は
、
若
く
、
思
っ

た
こ
と
感
じ
た
こ
と
を
遠
慮
会
釈
な
く
ズ
バ
ッ
と
言
っ
て
し
ま
う
若

い
女
性
の
目
に
映
る
日
本
で
あ
り
、
そ
の
描
写
は
始
終
、
誇
張
や
ア

イ
ロ
ニ
ー
、
そ
し
て
何
よ
り
ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
ま
た
本
作
品
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
最
大
の
魅
力
で
も
あ

る
。

（
ブ
ル
ナ　

ル
カ
ー
シ
ュ
・
実
践
女
子
大
学
准
教
授
）


