
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、
有
島
幸
子
と
三
遊
亭
円
朝

―
―
『
名
人
長
二
』
論
―
―

宮

信

明

は
じ
め
に

一
八
五
四
〔
安
政
元
〕
年
一
月
二
日
、
江
戸
南
部
家
本
邸
（
現
、
千
代
田

区
日
比
谷
公
園
）
に
、
南
部
藩
の
江
戸
留
守
居
役
を
勤
め
た
加
島
英
邦
と
、

久
留
米
藩
士
今
井
九
一
郎
の
次
女
静
の
三
女
と
し
て
生
ま
れ
た
幸
子
は
、
は

や
く
に
父
を
病
で
亡
く
し
、
母
の
手
で
育
て
ら
れ
た
。
一
八
六
五
〔
慶
應
元
〕

年
、
江
戸
の
情
勢
が
不
穏
と
な
っ
た
た
め
盛
岡
へ
と
帰
国
、
八
月
よ
り
南
部

家
御
奥
に
、
翌
年
二
月
よ
り
小
姓
役
を
勤
め
る
。
維
新
後
の
一
八
七
四
〔
明

治
七
〕
年
に
一
家
で
上
京
、
弟
英
郎
が
朝
日
新
聞
社
の
校
正
係
と
な
り
、
幸

子
は
針
仕
事
の
内
職
で
家
計
を
支
え
た
。
一
八
七
七
〔
明
治
一
〇
〕
年
五
月

一
二
日
、
新
渡
戸
稲
造
の
養
父
太
田
時
敏
の
媒
酌
に
よ
り
旧
薩
摩
藩
士
で
大

蔵
官
僚
の
有
島
武
と
結
婚
。
翌
年
の
三
月
四
日
に
長
男
を
出
産
し
、
以
後
五

男
二
女
を
も
う
け
た
。
そ
う
、
こ
の
有
島
幸
子
こ
そ
、
有
島
武
郎
・
生
馬
・

里
見
弴
三
兄
弟
の
母
親
で
あ（

１
）る。
た
だ
し
、
本
稿
の
論
旨
と
有
島
三
兄
弟
の

文
学
的
・
美
術
的
業
績
は
一
切
関
与
し
な
い
。

一
八
八
七
〔
明
治
二
〇
〕
年
頃
、
当
時
、
横
浜
税
関
長
で
あ
っ
た
有
島
武

に
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
て
い
た
或
る
人
物
が
、
夫
妻
に
異
国
の
小
説
を
語
っ

て
聴
か
せ
た
。そ
の
話
を
い
た
く
気
に
入
っ
た
幸
子
は
翻
訳
原
稿
を
作
成
し
、

贔
屓
の
噺
家
に
自
作
の
材
料
に
よ
か
ろ
う
と
貸
し
与
え
た
と
い
う
。
そ
の
時

の
借
覧
の
礼
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。

御
書
拝
見
仕
候
此
程
は
御
暑
さ
き
び
し
く
候
得
共
益
々
御
機
嫌
よ
く

居
ら
せ
ら
れ
御
目
出
度
ぞ
ん
じ
上
参
ら
せ
候
か
ね
て
御
は
な
し
の
時
よ

り
た
の
し
み
居
候
処
へ
御
い
そ
が
し
き
御
中
を
御
心
に
か
け
ら
れ
細
々

と
御
し
た
ゝ
め
被
下
御
真
実
之
段
有
が
た
く
山
々
御
礼
申
上
候
末
な
が

ら
奥
方
様
へ
よ
し
な
に
御
鶴
声
被
下
度
候
ち
か
き
う
ち
に
御
礼
か
た

〴
〵
参
上
拝
顔
の
上
万
々
申
上
候
早
々
か
し
こ

七
月
二
十
二
日

三
遊
亭

円

朝

有

島

様

贔
屓
の
噺
家
と
は
、
手
紙
の
署
名
に
あ
る
通
り
三
遊
亭
円
朝
で
あ
る
。
そ

の
後
、
円
朝
か
ら
は
な
ん
の
音
沙
汰
も
な
く
、
お
蔵
入
り
に
な
っ
た
の
だ
ろ
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う
か
と
残
念
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
八
九
五
〔
明
治
二
八
〕
年
に
「
先
年

の
お
話
し
を
や
う
や
う
こ
し
ら
へ
た
」
と
い
う
一
筆
を
添
え
て
、
単
行
本
が

贈
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。
そ
れ
が
『
名
人
長（
２
）二』
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
円

朝
は
幸
子
か
ら
預
か
っ
た
原
稿
を
座
右
に
置
き
つ
つ
、
こ
の
噺
を
創
作
し
た

の
で
あ
る
。

で
は
、
幸
子
が
翻
訳
し
た
も
と
の
小
説
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
饗

庭
篁
村
が
「
近
ご
ろ
は
惨
絶
悽
絶
な
ど
ゝ
誉
め
立
て
陰
気
の
悪
事
を
持
ち
廻

る
小
説
が
流
行
の
中
な
れ
ば
、
此
等
の
筋
は
定
め
て
世
好
に
適
ふ
な
ら
ん
。

如
何
や
ら
種
は
西
洋
小
説
ら
し
き
も
の
な（
３
）り」
と
の
見
解
を
示
す
ご
と
く
、

『
名
人
長
二
』
が
海
外
小
説
の
、
も
し
く
は
そ
れ
を
模
し
た
小
説
の
翻
案
で

あ
る
と
気
づ
い
て
い
た
聴
衆
は
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
が
誰
の
、
何
と
い
う
作
品
で
あ
る
か
承
知
し
て
い
た
観
客
は
ほ
と
ん
ど
い

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
謎
を
真
っ
先
に
解
き
明
か
し
た
の
は
、
日
本
の

ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス＝

馬
場
孤
蝶
で
あ
っ
た
。
一
九
一
五
〔
大
正
四
〕

年
一
〇
月
初
旬
、
知
人
宅
で
『
講
談
雑
誌
』
第
一
巻
第
二
号
（
一
九
一
五
年

五
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
初
代
三
遊
亭
円
右
講
演
・
今
村
次
郎
速
記
の
「
名

人
長
二
」
を
拾
い
読
み
し
て
い
た
孤
蝶
は
、
こ
の
噺
が
ギ
・
ド
・
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
「
親
殺
し
」（U

n
Parricide

）
の
翻
案
で
あ
る
と
、
す
ぐ
に
当
た
り

を
つ
け
た
と
い
う
。
明
治
三
〇
年
代
に
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
小
説
」（Le

R
om
an

）
を
日
本
で
最
初
に
訳
し
、「
脂
肪
の
塊
」
を
は
じ
め
、
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
作
品
の
翻
訳
を
数
多
く
手
が
け
た
孤
蝶
な
れ
ば
こ
そ
、
一
読
し
た
だ
け

で
『
名
人
長
二
』
の
種
本
が
「
親
殺
し
」
で
あ
る
と
感
知
し
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
だ
が
い
か
に
孤
蝶
と
い
え
ど
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
読
め
な
い
円
朝
に
誰

が
「
親
殺
し
」
を
教
え
た
の
か
ま
で
は
、な
か
な
か
掴
め
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
答
は
思
い
が
け
な
い
不
思
議
な
巡
り
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
、

孤
蝶
の
も
と
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。

或
る
夜
、
与
謝
野
寛
君
の
と
こ
ろ
で
、
小
宴
が
開
か
れ
た
。
そ
れ
は

来
遊
中
の
米
国
の
某
女
流
文
学
者
か
ら
、
晶
子
君
が
籠
花
を
貰
つ
た
の

で
、
親
し
い
連
中
を
招
い
た
の
で
あ
つ
た
。
客
は
藤
島
氏
、
梅
原
氏
、

有
島
生
馬
氏
御
夫
婦
、
平
野
萬
里
氏
御
夫
婦
、
及
び
生
田
長
江
氏
と
僕

と
で
あ
つ
た
。

そ
の
席
で
『
名
人
長
次
』
の
翻
案
で
あ
る
こ
と
の
話
が
出
た
。
僕
は

日
本
に
於
け
る
出
所
が
福
地
氏
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
の
疑
を

述
べ
た
。

す
る
と
、
向
こ
ふ
側
に
居
た
有
島
君
が
『
あ
れ
は
私
ど
も
が
横
浜
に

居
た
時
分
に
、
或
る
仏
蘭
西
語
の
能
き
る
人
が
来
て
、
あ
の
話
を
し
た

の
で
、
そ
れ
は
面
白
い
、
円
朝
に
教
へ
て
や
れ
と
い
ふ
の
で
原
稿
を
作

つ
て
、
円
朝
の
と
こ
ろ
へ
や
つ
た
の
で
す
。
探
せ
ば
そ
の
時
の
原
稿
が

家
に
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
の
話
を
家
へ
来
て
し
た
の
は
、
多
分

鶴
田
と
い
ふ
人
だ
と
思
ひ
ま
す
』
と
云
つ
た
。
で
、
そ
れ
は
大
凡
明
治

二
十
一
二
年
頃
の
こ
と
な
の
か
と
き
く
と
、
大
凡
、
そ
の
頃
の
こ
と
だ

と
思
ふ
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。

最
早
こ
れ
で
『
名
人
長
次
』
翻
案
の
径
路
は
全
く
分
つ
て
了
つ（
４
）た。

あ
ま
り
の
偶
然
に
、
作
り
話
か
と
も
勘
繰
り
た
く
な
る
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
孤
蝶
に
よ
る
虚
構
で
あ
る
か
否
か
の
穿
鑿
は
さ
て
お
き
、
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
の
「
親
殺
し
」
を
有
島
幸
子
が
翻
訳
し
、
そ
の
原
稿
を
参
考
に
し
て
、

本
所
割
下
水
に
住
ん
で
い
た
名
人
気
質
の
指
物
師
で
円
朝
と
も
親
交
の
あ
っ

た
実
在
の
長
二
を
モ
デ
ル
に
、
ふ
た
つ
の
話
を
綯
い
交
ぜ
に
し
て
拵
え
ら
れ
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た
の
が
、『
名
人
長
二
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
て
か
、こ
れ
ま
で
『
名
人
長
二
』
に
つ
い
て
は
、

そ
の
多
く
が
比
較
文
学
や
比
較
文
化
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
円
朝
が
モ
ー

パ
ッ
サ
ン
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
で
き
な
か
っ
た
の
か

を
物
語
内
容
に
そ
っ
て
掬
い
取
ろ
う
と
し
て
き（
５
）た。「
人
情
か
ら
出
発
し
人

情
に
お
わ
る
人
情
噺
の
、
そ
の
途
中
の
波
瀾
に
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
風
の
『
謎
』

と
『
謎
と
き
』
が
採
用
さ（

６
）れ」、「
親
殺
し
」
は
『
名
人
長
二
』
の
な
か
に
巧

み
に
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る
と
分
析
さ
れ
る
一
方
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
が
描
く

近
代
的
な
人
間
の
心
理
や
近
代
的
思
考
の
型
、
社
会
正
義
や
人
道
問
題
な
ど

に
は
理
解
が
及
ば
ず
、
そ
の
理
由
が
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
と
の
国
情
、
社
会
制

度
、
個
人
意
識
の
相
違
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
と
円
朝
と
の
、

小
説
と
人
情
噺
と
の
差
に
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
と
も
に
独

自
の
方
法
論
、
な
か
で
も
語
り
／
話
し
に
つ
い
て
は
確
乎
と
し
た
技
法
を
有

す
る
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
と
円
朝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
そ
の
よ

う
な
視
座
か
ら
両
作
が
比
較
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
モ
ー
パ
ッ
サ

ン
、
有
島
幸
子
の
語
り
や
三
遊
亭
円
朝
の
話
し
の
様
相
に
注
視
し
つ
つ
、
あ

ら
た
め
て
各
々
の
作
品
を
眺
め
て
み
よ
う
。

１
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
「
親
殺
し
」

一
八
五
〇
年
八
月
五
日
、
イ
ギ
リ
ス
海
峡
に
臨
む
フ
ラ
ン
ス
北
西
部
の
ノ

ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
に
生
を
う
け
た
ギ
・
ド
・
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
は
、
風
光
明

媚
な
こ
の
土
地
で
、
自
然
と
戯
れ
、
周
囲
の
農
漁
民
と
親
し
み
な
が
ら
少
年

時
代
を
過
ご
し
た
。
一
八
七
〇
年
、
普
仏
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
出
征
、
終

結
後
は
パ
リ
に
出
て
、八
二
年
に
辞
職
す
る
ま
で
役
所
勤
め
で
糊
口
を
凌
ぎ
、

そ
の
か
た
わ
ら
、
文
学
的
教
養
の
あ
っ
た
母
や
、
そ
の
兄
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

ル
・
ポ
ワ
ッ
ト
ヴ
ァ
ン
の
親
友
で
師
と
仰
い
だ
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ベ
ー

ル
に
自
作
の
詩
や
小
説
を
見
せ
、
助
言
を
求
め
た
。
一
八
八
〇
年
、
普
仏
戦

争
を
題
材
と
す
る
極
め
て
挑
戦
的
な
小
説
集
『
メ
ダ
ン
の
夕
べ
』
に
発
表
し

た
一
編
「
脂
肪
の
塊
」
が
絶
賛
を
浴
び
、
文
名
が
一
挙
に
高
ま
る
。
そ
れ
以

降
は
、
旺
盛
な
文
筆
活
動
へ
と
入
っ
て
ゆ
き
、
九
三
年
に
短
い
生
涯
を
終
え

る
ま
で
の
わ
ず
か
十
数
年
の
う
ち
に
『
女
の
一
生
』『
ベ
ラ
ミ
』
な
ど
六
編

の
長
篇
小
説
、
二
六
〇
編
あ
ま
り
の
中
・
短
篇
小
説
、
紀
行
文
、
数
多
く
の

時
事
評
論
文
を
書
い
た
。
田
山
花
袋
や
国
木
田
独
歩
と
い
っ
た
自
然
主
義
の

作
家
を
中
心
に
、
日
本
近
代
文
学
へ
の
影
響
も
は
か
り
し
れ
な
い
。
そ
の
作

品
世
界
は
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
薫
陶
を
受
け
た
明
晰
な
文
体
と
簡
潔
な
客
観
描

写
に
よ
っ
て
、
近
代
短
篇
小
説
を
完
成
さ
せ
た
と
も
評
さ
れ
る
。

「
親
殺
し
」
も
ま
た
、「
客
観
性
（
な
ん
と
い
う
い
や
な
こ
と
ば
だ
ろ

う
！
）
の
賛
成
者
は
、
こ
れ
に
反
し
、
人
生
に
起
こ
る
事
が
ら
の
正
確
な
表

現
を
与
え
ん
と
欲
し
、
複
雑
な
説
明
や
、
動
機
に
つ
い
て
の
論
究
は
、
す
べ

て
慎
重
に
こ
れ
を
避
け
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
、
人
物
と
事
件
を
通
過
さ
せ

る
だ
け
に
と
ど
め（
７
）る」
と
提
唱
さ
れ
た
小
説
作
法
が
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
た

小
篇
で
あ
る
。
語
り
手
が
姿
を
ま
っ
た
く
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
の
個
性
や
そ
れ
を
外
部
へ
と
表
出
す
る
声
は
極
端
に
稀
薄
化
さ

れ
、
目
の
前
の
事
実
を
た
だ
淡
々
と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

弁
護
士
は
狂
気
の
沙
汰
だ
と
し
て
弁
護
し
た
。
こ
の
不
可
思
議
な
犯

罪
を
、
ほ
か
に
ど
う
説
明
の
し
よ
う
が
あ
ろ（
８
）う？

冒
頭
の
一
文
に
よ
っ
て
、
読
者
は
い
き
な
り
裁
判
の
真
っ
只
中
へ
と
引
き
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こ
ま
れ
る
。
な
ぜ
弁
護
士
な
の
か
、
な
ぜ
裁
判
所
な
の
か
と
い
う
読
者
の
疑

問
に
答
え
る
べ
く
、
男
女
二
人
の
死
体
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
、ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

ル
イ
な
る
若
い
指
物
師
が
自
首
し
た
こ
と
、
彼
は
私
生
児
ら
し
く
、
共
和
主

義
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
信
奉
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
「
ら
し
い
」「
だ
と
の
こ

と
」
を
文
末
に
と
も
な
い
、
語
り
手
の
主
観
的
な
叙
述
を
交
え
ず
、
無
感
情

に
描
出
さ
れ
て
ゆ
く
。
審
理
に
対
す
る
陪
審
員
や
傍
聴
人
の
反
応
も
「
な
る

ほ
ど
尤
も
だ
と
い
う
ど
よ
め
き
が
ひ
ろ
が
っ
た
」
と
、「
説
明
、
注
釈
、
お

話
し
の
要
素
を
出
来
る
限
り
削
除
し
て
、
出
来
事
を
剥
き
出
し
に
描
き
、
直

接
的
に
表（
９
）示」
さ
れ
る
。
原
因
と
結
果
の
規
則
的
か
つ
均
質
な
連
鎖
を
可
能

に
す
る
単
純
過
去
を
多
用
す
る
文
体
も
ま
た
、
簡
潔
そ
の
も
の
だ
。
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
や
聴
衆
の
心
中
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
代
弁
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
。

「
ど
う
し
て
二
人
を
殺
し
た
ん
だ
？
」
と
の
質
問
に
も
、「
殺
し
た
か
っ

た
か
ら
、
殺
し
た
ん
で
す
」
と
し
か
答
え
ず
、
事
件
の
核
心
に
つ
い
て
は
な

に
も
喋
り
た
が
ら
な
い
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
ん
の
動
機
も
な
く
人

を
殺
め
る
と
は
「
狂
気
沙
汰
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、「
諸
君
、
処

罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
彼
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ー
ン

で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
弁
護
士
の
主
張
に
検
察
当
局
や
陪
審
員
も
あ
え
て
異

を
挟
ま
な
い
。
裁
判
長
が
「
被
告
人
は
、
被
告
人
の
弁
護
に
つ
い
て
、
何
も

つ
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
か
ね
」
と
い
う
型
通
り
の
質
問
を
し
、
弁
護
士
側

の
勝
訴
で
結
審
す
る
か
に
思
わ
れ
た
そ
の
矢
先
、
精
神
病
の
所
為
と
決
め
つ

け
ら
れ
た
の
を
不
服
と
し
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
が
、
大
法
廷
の
隅
々
に
ま
で
響
き

わ
た
る
声
で
「
す
べ
て
白
状
し
ま
す
」
と
、
突
如
真
相
を
喋
り
は
じ
め
る
。

二
人
が
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
の
両
親
で
あ
っ
た
こ
と
、
不
義
の
子
と
し
て
捨
て
ら
れ

た
自
分
こ
そ
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
、
殺
害
は
正
当
な
権
利
と
し
て
の
復
讐
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
の
一
人
語
り
で
明
か
さ
れ
て
ゆ
く
。
も

は
や
語
り
手
の
出
る
幕
は
な
い
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
の
独
壇
場
で
あ
る
。
た
と
え

親
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、個
人
の
権
利
が
踏
み
に
じ
ら
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

殺
人
を
も
正
当
化
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
聴
衆
に
訴
え
か
け
る
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
も
、「
私
は
つ
い
最
近
ま
で
、
彼
等
を
愛
す
る
つ
も
り
で
い
」
た
の
だ

と
い
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
殺
害
に
至
っ
た
の
は
、
結
婚
費
用
に
と
多
額
の

金
を
差
し
出
そ
う
と
し
た
女
に
「
あ
な
た
は
私
の
お
母
さ
ん
で
し
ょ
う
？
」

と
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
二
人
か
ら
「
お
前
は
狂
人
だ
よ
！
」
と
罵
ら
れ
、「
全

身
的
な
激
昂
、
正
義
と
剛
直
と
名
誉
と
裏
切
ら
れ
た
愛
情
か
ら
く
る
激
昂
が

持
ち
上
」
っ
た
か
ら
だ
と
弁
明
す
る
。

そ
の
時
、
女
の
方
が
、
私
の
髭
を
か
き
む
し
り
な
が
ら
叫
び
ま
し
た
。

『
助
け
て
お
く
れ
！

人
殺
し
だ
！
』
私
は
女
ま
で
殺
し
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
す
。
私
に
は
、
そ
の
時
自
分
の
し
た
こ
と
が
、
さ
っ
ぱ
り
分
り

ま
せ
ん
。

私
は
二
人
が
地
面
に
倒
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
あ
と
さ
き
の
考
え

も
な
く
、
セ
ー
ヌ
河
に
投
げ
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

以
上
の
と
お
り
で
す
。
ど
う
ぞ
私
を
お
裁
き
下
さ
い
」

無
意
識
の
う
ち
に
殺
人
を
犯
し
、
前
後
不
覚
の
ま
ま
死
体
を
セ
ー
ヌ
河
に

投
げ
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
告
白
す
る
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
。ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
「
モ

ー
パ
ッ
サ
ン
の
不
安
は
罪
悪
感
が
形
而
上
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
生
み
出
し
た

も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
原
初
的
、
本
質
的
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
完

全
に
客
観（

１０
）的」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
不
安
」
を
「
殺
意
」

と
言
い
換
え
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
客
観
性
は
小
説
内
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容
だ
け
で
な
く
、
小
説
表
現
に
よ
っ
て
も
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ

ろ
う
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
が
す
べ
て
を
話
し
終
え
た
そ
の
後
に
、
語
り
手
は
読
者

に
ひ
と
つ
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
、
こ
の
小
話
を
結
ん
で
い
る
。

被
告
は
ふ
た
た
び
着
席
し
た
。
こ
の
自
白
の
結
果
、
事
件
は
次
回
の

公
判
に
廻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
公
判
は
ま
も
な
く
再
開
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
裁
判
官
だ
っ
た
ら
、
こ
の
親
殺
し
を
、
い
っ

た
い
ど
う
裁
い
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。

「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
」
と
語
り
手
が
顕
在
化
し
て
い
る
も
の
の
、
た
と
え

「
わ
れ
わ
れ
」
と
名
乗
っ
た
と
し
て
も
語
り
手
の
「
私
」
性
は
「
着
席
し

た
」
や
「
廻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
謙
虚
な
ほ
ど
抑
制
さ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
語
り
手
は
み
ず
か
ら
の
了
見
で
安
易
に
幕
を
下
ろ
そ
う
と
は
せ
ず
、

結
論
を
留
保
し
、
読
者
へ
と
そ
の
判
断
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
。
ま
さ
に
「
モ
ー

パ
ッ
サ
ン
の
考
え
る
物
語
は
、（
も
ち
ろ
ん
彼
だ
け
に
限
ら
な
い
が
、
彼
の

名
前
が
便
利
で
あ
る
）
い
わ
ば
、
作
つ
た
あ
と
は
、
そ
つ
ぽ
を
向
い
て
読
者

に
す
つ
か
り
委
せ
て
お
く
と
い
つ
た
も（

１１
）の」
な
の
だ
。
語
り
手
の
個
性
や
感

情
、
そ
れ
を
外
部
へ
と
表
出
す
る
声
は
可
能
な
か
ぎ
り
消
去
さ
れ
、
対
象
と

す
る
事
物
や
テ
ー
マ
が
客
観
性
を
も
っ
て
前
景
化
さ
れ
る
。「
親
殺
し
」
と

い
う
短
篇
小
説
は
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

２
、
有
島
幸
子
訳
「
親
殺
し
の
話
」

一
八
八
二
年
『
ル
・
ゴ
ー
ロ
ワ
』
紙
に
発
表
さ
れ
た
当
初
、
モ
ー
パ
ッ
サ

ン
の
原
作
は
「
人
殺
し
」（L’A

ssassin

）
と
い
う
題
名
で
あ
っ
た
が
、
一

八
八
四
年
八
月
一
九
日
付
け
の
『
ジ
ル
・
ブ
ラ
ー
ス
』
紙
へ
再
録
さ
れ
る
際

に
、「
親
殺
し
」（U

n
Parricide

）
と
改
題
さ
れ
た
。「
有
島
君
の
母
堂
は
、

親
殺
し
の
話
は
当
時
の
仏
蘭
西
の
新
聞
に
続
き
物
で
出
て
居
た
も
の
だ
と
、

云
つ
て
居
ら
る
ゝ
と
い
ふ
生
馬
君
の（

１２
）話」
か
ら
推
し
測
れ
ば
、
有
島
幸
子
が

翻
訳
原
稿
を
作
成
し
た
の
は
一
八
八
四
〔
明
治
一
七
〕
年
以
降
、
ま
た
先
に

挙
げ
た
礼
状
の
封
書
に
は
「
月
岡
町
有
島
様
御
礼
状
」、
そ
の
下
に
「
本
所

南
二
葉
町
廿
三
番
地

三
遊
亭
円
朝
」
と
あ
り
、
円
朝
が
住
み
な
れ
た
本
所

南
二
葉
町
の
家
屋
を
売
却
し
て
神
田
佐
久
間
町
に
移
転
す
る
一
八
八
七
〔
明

治
二
〇
〕
年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
麗
文
健
筆
鬚
眉
丈
夫
を
し
て

一
見
愧
死
せ
し
む
る
の
妙
あ（

１３
）り」、「
又
頗
る
達
筆
に
し
て
筆
勢
非
凡
舞
龍
躍

虎
の
状
あ（

１４
）り」
と
賛
美
さ
れ
た
幸
子
な
だ
け
あ
っ
て
、
そ
の
原
稿
は
「
極
め

て
美
し
い
筆（

１５
）跡」
で
あ
っ
た
。

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
本
邦
初
訳
は
一
八
九
八
〔
明
治
三
一
〕
年
二
月
五
日
、

田
山
花
袋
に
よ
る
「
二
兵
卒
」（Petits

Soldats

）
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ

し
未
発
表
で
、
公
刊
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
そ
の
翌
月
に
『
国
民
之
友
』
に

掲
載
さ
れ
た
国
木
田
独
歩
訳
「
糸
屑
」（La

Ficelle

）
が
は
や（

１６
）い。「
親
殺

し
」
の
初
訳
は
一
九
一
〇
〔
明
治
四
三
〕
年
、『
新
潮
』
九
月
号
の
馬
場
孤

蝶
訳
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
幸
子
の
先
見
性
に
は
ま
っ
た
く
驚
か
さ
れ
る
。

だ
が
目
を
瞠
る
べ
き
は
、
先
見
性
で
は
な
く
、
そ
の
正
確
な
訳
文
で
あ
ろ

う
。
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
が
採
用
し
た
没
個
性
的
な
語
り
手
を
、
幸
子
は
見
事
に

日
本
語
へ
と
移
し
替
え
て
い
る
。

此
処
は
名
に
負
ふ
仏
蘭
西
の
国
、
シ
ヤ
テ
ウ
に
近
き
、
さ
る
河
辺
な

る
よ
し
蘆
の
い
と
生
ひ
茂
り
た
る
な
か
に
、
あ
る
朝
、
男
女
の
か
た
み
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に
腕
を
抱
き
あ
ひ
た
る
死
骸
あ
る
を
見
出
し
て
、
公
に
も
訴
へ
、
又
如

何
な
る
人
の
成
れ
の
果
て
や
、
い
と
あ
さ
ま
し
き
有
様
よ
と
、
よ
り
つ

ど
ひ
語
り
合
ひ
し
に
、
こ
の
人
人
は
、
此
の
頃
、
こ
の
国
に
も
い
と
と

き
め
き
て
、
は
や
り
を
競
ふ
人
人
の
中
に
も
其
名
を
知
ら
れ
、
家
亦
富

め
る
夫
婦
に
し
て
、
年
は
や
や
老
ひ
た
り
。
さ
れ
ど
も
や
う
や
う
去
年

の
夏
頃
婚
礼
せ
し
人
人
に
て
、
女
の
方
は
三
と
せ
ほ
ど
や
も
め
に
て
暮

し
し
人
な
り
と
い（

１７
）ふ。

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
が
読
者
を
い
き
な
り
小
説
の
真
っ
只
中
へ
と
引
き
ず
り
込

む
の
と
は
対
照
的
に
、
幸
子
は
「
此
処
は
名
に
負
ふ
仏
蘭
西
の
国
」
と
舞
台

設
定
の
描
写
か
ら
は
じ
め
、
読
者
を
少
し
ず
つ
小
説
世
界
へ
と
誘
う
。
だ
が

そ
の
よ
う
な
相
違
は
あ
れ
ど
、「
親
殺
し
の
話
」
に
お
い
て
も
「
親
殺
し
」

と
同
様
に
語
り
手
が
小
説
の
内
部
世
界
に
介
入
す
る
こ
と
や
、
作
中
人
物
へ

の
好
悪
を
開
陳
す
る
こ
と
は
な
い
。「
無
惨
に
も
河
中
へ
蹴
落
さ
れ
た
る
も

の
な
ら
ん
と
お
も
は
れ
た
り
」、「
そ
も
こ
の
人
は
、
い
と
け
な
き
頃
田
舎
の

里
親
に
預
け
ら
れ
て
、
そ
の
後
両
親
に
見
捨
て
ら
れ
た
る
も
の
な
り
と
」
な

ど
と
、
地
の
文
は
作
中
人
物
の
推
定
や
伝
聞
で
埋
め
ら
れ
、
語
り
手
が
み
ず

か
ら
の
声
を
響
か
せ
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
「
成
る
程
右

の
如
き
性
質
な
れ
ば
、
ふ
と
心
狂
ひ
て
、
こ
の
や
う
な
る
ま
が
つ
み
を
作
り

た
る
と
い
ふ
の
外
に
は
、
説
き
明
か
し
は
無
か
る
べ
し
」
と
、
語
り
手
の
思

惟
な
の
か
、
作
中
人
物
の
間
接
話
法
的
表
現
な
の
か
判
然
と
し
な
い
箇
所
は

あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
原
文
に
忠
実
に
、
語
り
手
の
機
能
は
小
説
世
界
の

客
観
的
な
提
示
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
見
事
な
訳
文
を
成
し
た
幸
子
を
も
っ
て
し
て
も
移
し
え
な
か
っ

た
の
が
、
結
末
の
一
文
で
あ
る
。

か
く
云
ひ
終
り
て
其
席
に
著
け
り
。
右
申
立
て
に
依
り
再
び
日
を
改

め
て
此
の
裁
き
あ
る
べ
し
と
、
こ
の
日
の
訊
問
は
果
て
に
け
り
。
さ
わ

れ
此
の
親
殺
し
の
判
決
は
如
何
に
取
扱
わ
る
べ
き
や
と
、
人
人
皆
ひ
そ

か
に
云
ひ
あ
え
り
。

結
末
に
お
い
て
問
題
を
提
起
し
、
そ
の
問
い
の
射
程
が
小
説
世
界
の
外
部

に
ま
で
達
し
て
い
る
「
親
殺
し
」
と
は
裏
腹
に
、「
親
殺
し
の
話
」
で
は
「
さ

わ
れ
此
の
親
殺
し
の
判
決
は
如
何
に
取
扱
わ
る
べ
き
や
と
、
人
人
皆
ひ
そ
か

に
云
い
あ
え
り
」
と
、
小
説
世
界
の
内
部
で
結
着
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
孤

蝶
が
「
我
々
が
若
し
陪
審
官
に
選
ば
れ
た
ら
、
此
親
殺
事
件
を
何
う
裁
判
し

た
も
の
だ
ら
う（

１８
）か」
と
訳
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
箇
所
は
幸
子
訳

の
瑕
瑾
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
幸
子
の
訳
文
は
誤
訳
も
目

立
た
ず
、
原
作
の
特
徴
を
正
確
に
伝
え
よ
う
と
す
る
意
思
に
よ
っ
て
、
非
人

称
性
と
い
う
共
通
基
盤
を
も
つ
フ
ラ
ン
ス
語
を
、
過
剰
な
人
称
性
を
属
性
と

す
る
日
本
語
へ
と
、
さ
ら
に
「
説
明
、
注
釈
、
お
話
し
の
要
素
を
出
来
る
限

り
削
除
し
て
、
出
来
事
を
剥
き
出
し
に
描
き
、
直
接
的
に
表
示
す（

１９
）る」
と
評

さ
れ
る
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
小
説
作
法
を
も
、
じ
つ
に
巧
み
に
翻
訳
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

３
、
三
遊
亭
円
朝
『
名
人
長
二
』

マ
ク
ラ
に
振
ら
れ
た
円
朝
の
言
葉
を
信
じ
る
な
ら
、『
名
人
長
二
』
の
成

立
は
一
八
九
二
〔
明
治
二
五
〕
年
頃
で
あ
る
。
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う
ち
み

な
や

人
力
車
か
ら
落
さ
れ
て
少
々
怪
我
を
致
し
、
打
摸
で
困
み
ま
す
か
ら
、

さ
し
づ

或
人
の
教
示
で
相
州
足
柄
下
郡
の
湯
河
原
温
泉
へ
湯
治
へ
参
り
、
温
泉

宿
伊
藤
周
造
方
に
逗
留
中
、
図
ら
ず
長
二
の
身
の
上
に
係
る
委
い
事
を

で
き
あ
が
つ
た

聞
出
し
ま
し
て
、
此
お
話
し
が
成
功
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
是
が
真
に

怪
我
の
功
名
と
申
す
も
の
か
と
存
じ
ま
す
。

大
阪
浪
花
座
で
の
興
行
か
ら
戻
っ
た
円
朝
は
、
京
橋
で
人
力
車
か
ら
真
っ

逆
さ
ま
に
落
ち
、
療
養
の
た
め
湯
河
原
温
泉
へ
と
出
か
け
、
し
ば
ら
く
滞
在

し
た
。し
か
し
な
が
ら
「
図
ら
ず
長
二
の
身
の
上
に
係
る
委
い
事
を
聞
出
し
」

た
と
い
う
の
は
、
実
話
を
騙
っ
た
円
朝
一
流
の
作
話
法
で
あ
り
、「
是
は
享

和
二
年
に
十
歳
で
指
物
師
清
兵
衛
の
弟
子
と
な
つ
て
、
文
政
の
初
め
廿
八
歳

の
頃
よ
り
名
人
の
名
を
得
ま
し
た
、
長
二
郎
と
申
す
指
物
師
の
伝
記
」
と
い

う
紹
介
も
含
め
て
、
聴
き
手
に
臨
場
感
を
与
え
る
た
め
の
手
法
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
と
は
い
え
「
無
事
に
十
七
日
（
跡
月
）
帰
宅
の
後
京
ば
し
に
て
腕
車

よ
り
さ
か
さ
ま
に
落
さ
れ
怪
我
致
、
し
か
し
命
に
は
さ
わ
り
な
し
、
ま
だ
薬

を
附
て
居
り
ま
す
」
と
い
っ
た
弟
子
三
遊
亭
円
馬
宛
の
書
簡
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
成
立
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
湯
河
原
温
泉
で
の
湯
治
か
ら
そ
れ

ほ
ど
隔
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
、
円
朝
は
す
で
に
寄
席
か
ら
引
退
し
て
い
た
。
一
八
九
一
〔
明

治
二
四
〕
年
三
月
二
五
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
は
、「
円
朝
寄
席
へ
出

ず

三
遊
亭
円
朝
は
大
い
に
時
事
に
で
も
感
じ
た
の
か
以
来
府
下
の
寄
席
へ

は
出
勤
せ
ぬ
こ
と
ゝ
し
専
ぱ
ら
弟
子
に
の
み
譲
る
と
の
事
」
と
い
う
記
事
が

載
る
。
寄
席
退
隠
の
具
体
的
な
理
由
に
つ
い
て
は
報
じ
て
い
な
い
が
、
こ
の

辺
り
の
経
緯
を
も
っ
と
も
よ
く
伝
え
る
「
円
朝
遺（

２０
）聞」
に
よ
れ
ば
、
席
亭
の

横
暴
な
寄
席
経
営
に
業
を
煮
や
し
た
円
朝
が
独
立
を
画
策
し
、
三
遊
派
の
結

束
を
試
み
た
も
の
の
席
亭
た
ち
の
切
り
崩
し
に
あ
い
、つ
い
に
計
画
は
潰
え
、

や
む
な
く
身
を
引
い
た
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
そ
『
名
人
長
二
』
は
「
自
ら
筆

を
採
り
て
平
易
な
る
言
文
一
致
体
に
著
述
し
」
た
と
、
土
子
笑
面
が
序
で
述

べ
る
よ
う
に
、
円
朝
作
品
と
し
て
は
例
外
的
に
速
記
者
に
よ
る
口
演
の
速
記

で
な
く
、
円
朝
自
身
の
筆
記
に
よ
っ
て
文
字
言
語
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
円
朝
の
置
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
状
況
ゆ
え
に
、『
名
人
長
二
』

は
こ
れ
ま
で
も
「
初
演
の
年
代
は
判
然
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
明
治
二

八
年
の
春
ま
で
に
は
数
回
語
ら
れ
好
評
だ
っ（

２１
）た」、「
明
治
二
十
七
年
か
ら
二

十
八
年
に
か
け
て
高
座
で
語
っ（

２２
）た」
と
言
及
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
ら
の
説
は

「
ど
う
い
う
資
料
に
よ
っ
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
何
か
の
間
違

い
で
あ
ろ（

２３
）う」
と
反
駁
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
孤
蝶
が
目
に
し
た
『
講
談

雑
誌
』
の
「
名
人
長
二
」
に
あ
る
「
之
は
師
匠
が
寄
席
で
は
余
り
演
り
ま
せ

ん
、
御
座
敷
で
許
り
演
て
居
り
ま
し
た
御
噺
で
、
存
生
中
私
に
、
円
右
お
前

に
之
を
譲
る
か
ら
演
な
さ
い
と
、
差
向
で
叮
嚀
に
教
へ
て
呉
ま
し
た
」
と
い

う
円
右
の
証
言
を
勘
案
す
る
な
ら
、
お
座
敷
で
披
露
し
、
か
た
ち
を
整
え
、

み
ず
か
ら
書
き
記
し
た
と
い
う
の
が
本
当
だ
ろ
う
。
江
見
水
蔭
に
よ
れ
ば
、

「
こ
れ
は
他
人
の
速
記
で
は
な
く
、
円
朝
自
身
で
執
筆
し
た
も
の
で
、
字
体

な
ど
実
に
綺
麗
で
あ
つ（

２４
）た」
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
『
名
人
長
二
』
に
は
、
ほ
か
の
噺
に
は
な
い
筆
記
ゆ
え
の
痕

跡
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
同
工
異
曲
で
あ
っ
て
も
口
演
速
記

と
し
て
い
ま
に
伝
わ
る
『
名
人
競
』
と
対
比
し
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
ろ

う
。

四
ツ
谷
通
り
か
ら
新
宿
へ
係
り
、
五
宿
へ
出
ま
す
と
、
五
宿
に
橋
本
と

云
ふ
只
今
以
て
家
が
残
つ
て
居
ま
す
。其
処
へ
行
つ
て
皆
泊
り
ま
し
た
。
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此
五
宿
と
申
す
の
は
石
原
村
に
上
下
、
布
田
も
上
下
が
有
り
、
外
に
国

龍
と
云
ふ
宿
が
有
て
五
ツ
に
成
ま
す
か
ら
五
宿
と
申
ま
す
。

湯
河
原
の
温
泉
は
、
相
州
足
柄
下
郡
宮
上
村
と
申
す
所
に
ご
ざ
い
ま
し

て
、
当
今
は
土
肥
次
郎
実
平
の
出
た
所
と
い
ふ
の
で
土
肥
村
と
改
ま
り

ま
し
て
、
城
堀
村
に
あ
る
実
平
の
城
山
は
、
真
鶴
港
か
ら
上
陸
し
て
、

吉
浜
を
四
五
丁
参
る
と
向
ふ
に
見
え
ま
す
。
吉
浜
か
ら
宮
上
村
ま
で
此

間
は
爪
先
上
り
の
路
で
一
里
四
丁
程
で
す
。
温
泉
宿
は
湯
屋
（
加
藤
広

吉
）
藤
屋
（
加
藤
文
右
衛
門
）
藤
田
屋
（
加
藤
林
平
）
上
野
屋
（
渡
辺

定
吉
）
伊
豆
屋
（
八
亀
藤
吉
）
な
ど
で
、
当
今
は
伊
藤
周
造
に
天
野
某

な
ど
い
ふ
立
派
な
宿
も
出
来
ま
し
て
、
何
れ
も
繁
昌
い
た
し
ま
す
が
、

文
政
の
頃
は
藤
屋
が
盛
ん
で
し
た
か
ら
、
長
二
と
兼
松
は
此
藤
屋
へ
宿

を
取
ま
し
た
。

さ
き
が
『
名
人
競
』
で
、
あ
と
が
『
名
人
長
二
』
で
あ
る
。
も
と
も
と
円

朝
に
は
人
物
の
容
姿
や
舞
台
の
設
定
を
こ
と
細
か
に
描
写
す
る
癖
が
あ
り
、

文
章
の
構
成
自
体
に
さ
ほ
ど
相
違
は
な
い
の
だ
が
、『
名
人
長
二
』
に
お
け

る
宿
場
の
様
子
の
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
説
明
、
な
か
で
も
温
泉
宿
の
主
人

の
名
を
括
弧
の
な
か
に
書
き
添
え
て
い
る
の
は
、
書
記
言
語
だ
か
ら
こ
そ
可

能
で
あ
っ
た
優
位
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

筆
記
と
い
う
普
段
と
は
異
な
る
方
法
に
よ
っ
て
文
字
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
確
乎
と
し
て
決
し
て
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
円
朝

の
口�

演�

の
特
質
で
あ
る
。「
彼
は
〈
語
つ
て
〉
い
る
け
れ
ど
、
語
ら
れ
る
事

物
が
、
い
か
に
も
じ
か
に
、
知
覚
に
訴
え
る
の
で
、
彼
が
利
用
し
て
い
る
物

語
の
仕
掛
け
自
体
は
、
目
に
と
ま
ら
ず
、
物
語
が
お
の
ず
と
語
ら
れ
て
い
く

よ
う
に
見
え
る
の（

２５
）だ」
と
評
さ
れ
る
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
「
親
殺
し
」
の
語
り
の

技
法
と
、
そ
の
か
な
り
正
確
な
翻
訳
で
あ
る
有
島
幸
子
「
親
殺
し
の
話
」
を

座
右
に
置
き
つ
つ
翻
案
さ
れ
た
『
名
人
長
二
』
に
お
け
る
円
朝
の
話
法
、
両

者
を
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。

落
語
と
い
う
芸
能
に
お
け
る
話
法
の
変
遷
や
、
円
朝
の
話
法
と
「
近
代
」

落
語
の
話
法
の
懸
隔
な
ど
に
つ
い
て
は
以
前
に
も
論
じ
た（

２６
）が、
馬
場
孤
蝶
が

「
如
何
に
も
落
着
い
た
、
飾
り
気
を
嫌
っ
た
、
描
写
式
―
―
会
話
を
余
り
用

い
な
い
と
い
う
意
味
―
―
の
咄
口
で
あ
っ（

２７
）た」
と
記
憶
す
る
円
朝
の
話
法

は
、
同
じ
く
孤
蝶
に
「
大
抵
対
話
ば
か
り
で
運
ん
で
、
地
の
所
を
な
る
べ
く

少
く
し
て
、
や
っ
て
行
く
。
今
の
小
さ
ん
の
話
を
聞
か
れ
る
人
は
、
其
所
に

一
番
善
く
気
が
附
か
れ
る
だ
ろ
う
」
と
評
さ
れ
た
三
代
目
柳
家
小
さ
ん
の
話

法
と
好
対
照
を
な
す
。「
地
の
所
が
対
話
の
間
に
随
分
多
く
入
っ
た
」
円
朝

の
話
法
に
対
し
て
、
小
さ
ん
の
話
法
は
「
確
に
新
味
を
帯
び（

２８
）て」
い
た
の
で

あ（
２９
）る。「
落
語
と
は
、
―
―
と
考
え
て
い
っ
た
時
、
問
題
は
そ
の
特
殊
な
話

術
の
性
質
と
手
法
に
あ
る
」
と
喝
破
し
た
桂
米
朝
に
よ
れ
ば
、「
対
話
だ
け

で
噺
を
運
ぶ
…
…
地
の
文
が
少
な
い
ほ
ど
、
い
や
、
な
け
れ
ば
な
い
に
こ
し

た
こ
と
は
な
い
…
…
と
い
う
演
出
態
度
を
佳
し
と
す
る
姿（

３０
）勢」
こ
そ
「
近

代
」
落
語
の
そ
れ
で
あ
り
、
場
面
の
移
動
や
情
景
描
写
、
心
理
描
写
で
さ
え

も
登
場
人
物
の
科
白
で
表
現
し
、
叙
述
で
あ
る
地
の
文
を
可
能
な
か
ぎ
り
刈

り
込
み
、
会
話
か
ら
叙
述
の
地
に
移
る
こ
と
を
「
地
に
返
る
」「
地
に
戻
る
」

と
い
っ
て
極
端
に
嫌
う
と
い
う
。
話
者
の
個
性
を
抑
制
す
る
こ
と
で
登
場
人

物
が
前
景
化
さ
れ
、
彼
ら
の
対
話
が
、
対
話
と
い
う
関
係
に
お
い
て
発
言
者

の
個
性
を
造
型
し
て
ゆ
く
、
つ
ま
り
、
米
朝
が
主
張
す
る
「
演
者
が
消
滅
し

て
し
ま
う
と
い
う
演
法
」
に
対
し
て
、
滑
稽
な
世
界
を
描
き
、「
オ
チ
」
を

つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
落
と
し
噺
と
し
て
の
制
約
か
ら
自
由
で
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あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
長
大
な
物
語
、
複
雑
な
人
間
関
係
、
深
遠
な
人
間
性
を

追
求
で
き
た
円
朝
の
噺
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
み
ず
か
ら
の
位
相
を
明
確
に

し
、
登
場
人
物
の
作
品
世
界
を
統
御
す
る
た
め
の
話
者
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
話
法
が
『
名
人
長
二
』
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
の
語
り
手
に
比
べ
て
「
扨
此
長
二
郎
と
申
す
指
物
師
は
無
学
文
盲
の
職

人
で
は
あ
り
ま
す
が
、仕
事
に
か
け
て
は
当
時
無
類
と
誉
め
ら
れ
、江
戸
町
々

も
の
も
ち

ひ
い
き

の
豪
商
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、大
名
方
の
愛
顧
を
蒙
つ
た
程
の
名
人
で
」
と
、

機
能
を
大
幅
に
拡
張
さ
れ
た
話
者
に
よ
っ
て
噺
が
運
ば
れ
、「
真
面
目
な
男

こ
こ
ろ
だ
て

ち
が

で
」、「
孝
心
の
深
い
」、「
万
事
並
の
職
人
と
は
志
操
が
異
つ
て
居
り
ま
す
」

と
、
親
孝
行
や
篤
志
家
と
い
っ
た
長
二
の
人
物
像
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
挿
話
を

交
え
な
が
ら
話
者
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
ゆ
く
。

ふ
と
し
た
偶
然
か
ら
、
静
養
に
き
た
湯
河
原
の
温
泉
宿
で
み
ず
か
ら
の
出

生
の
秘
密
を
知
っ
た
長
二
が
、
江
戸
に
戻
っ
て
実
親
と
邂
逅
、
二
人
を
殺
害

す
る
と
い
う
こ
の
辺
り
の
筋
立
て
は
、
ほ
と
ん
ど
「
親
殺
し
」
そ
の
ま
ま
と

い
っ
て
よ
い
。
奉
行
に
殺
害
の
動
機
を
訊
ね
ら
れ
、「
ヘ
イ
、
只
殺
し
ま
し

た
の
で
」
と
答
弁
し
た
と
こ
ろ
、「
只
殺
し
た
で
は
相
済
ま
ん
ぞ
、
殺
し
た

仔
細
を
申
せ
」
と
質
さ
れ
る
も
、「
其
事
を
申
し
ま
す
と
両
親
の
恥
に
な
り

ま
す
か
ら
、
何
と
仰
や
つ
て
も
申
上
げ
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
」
と
真
相
に
つ

い
て
は
黙
秘
を
き
め
こ
む
の
も
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
と
瓜
二
つ
で
あ
る
。
だ
が
、

原
作
に
あ
っ
て
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
の
口
か
ら
直
接
明
か
さ
れ
る
、
出
会
い
―
憤

怒
―
殺
害
と
続
く
、
そ
の
刹
那
の
心
模
様
も
、『
名
人
長
二
』
に
お
い
て
は

こ
の
お
ん
な

お
れ

「
扨
は
此
婦
が
吾
を
生
ん
だ
実
の
母
に
相
違
あ
る
ま
い
と
思
ひ
ま
し
た
」、

か
く

「
現
在
実
子
と
知
り
な
が
ら
旧
悪
を
秘
し
て
、
人
を
懐
け
や
う
と
す
る
心
底

は
面
白
く
な
い
」、「
長
二
は
お
柳
も
吾
を
殺
す
気
か
、
能
く
も
揃
つ
た
非
道

な
奴
等
だ
」
と
、
話
者
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
る
。
加
え
て
、
長
二
と
幸
兵
衛

お
柳
夫
婦
と
の
大
立
ち
回
り
も
、「
幸
兵
衛
夫
婦
の
前
へ
一
人
の
男
が
突
立

ち
ま
し
た
。
是
は
申
さ
な
い
で
も
長
二
と
い
ふ
こ
と
は
、
お
察
し
で
ご
ざ
い

ま
せ
う
」
と
い
う
話
者
の
言
葉
で
幕
が
開
き
、「
何
に
を
申
す
も
急
所
の
深

つ
げ
わ
た

つ
と

手
、
諸
行
無
常
と
告
渡
る
浅
草
寺
の
鐘
の
音
を
冥
府
へ
苞
に
敢
な
く
も
、
其

し
ば
い

ち

よ

ぼ

ま
ゝ
息
は
絶
え
に
け
り
と
、
劇
場
な
れ
ば
義
太
夫
に
と
つ
て
語
る
所
で
す
」

と
、
話
者
の
ち
ょ
ぼ
語
り
に
よ
っ
て
幕
が
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

師
匠
に
累
が
及
ぶ
の
を
恐
れ
た
長
二
は
、
清
兵
衛
の
作
っ
た
桑
の
書
棚
を

才
槌
で
打
ち
毀
し
、
縁
切
の
書
付
を
置
い
て
出
て
行
っ
て
し
ま
う
。
日
付
を

霜
月
か
ら
十
月
へ
と
ひ
と
月
ず
ら
し
、
事
件
の
前
に
縁
を
切
っ
て
い
た
か
の

よ
う
に
細
工
す
る
こ
と
で
、
師
匠
に
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
す
る
長
二
だ
か
ら

あ
い
つ

ふ
だ
ん

お
こ
な
い

こ
そ
、
清
兵
衛
も
「
彼
奴
が
親
孝
心
の
次
第
か
ら
平
常
の
心
が
け
と
行
為
の

こ
こ
ろ

善
い
所
を
委
し
く
書
面
に
認
め
て
、
お
慈
悲
願
を
し
な
け
れ
ア
彼
奴
の
厚

ざ
し志
に
対
し
て
済
ま
な
い
」
と
、
力
に
な
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
清
兵
衛

の
心
情
も
や
は
り
地
の
文
で
表
出
さ
れ
て
い
る
。
話
者
が
冒
頭
か
ら
繰
り
返

し
造
型
し
て
き
た
名
人
、
親
孝
行
、
篤
志
家
と
い
う
長
二
の
人
物
像
が
、
こ

こ
で
実
を
結
ぶ
。
南
町
奉
行
の
筒
井
和
泉
守
も
板
倉
屋
の
主
人
や
林
大
学
頭

う
で
ま
え

か
ら
「
長
二
の
身
持
の
善
き
事
と
技
倆
の
非
凡
な
る
こ
と
を
」
聞
い
て
お

り
、「
其
気
性
の
潔
白
な
る
に
益
々
感
服
」
し
、「
斯
様
な
名
人
を
殺
す
は
惜

い
も
の
、
何
と
か
し
て
助
命
さ
せ
た
い
」
と
願
う
の
で
あ
る
。
聴
衆
（
読
者
）

の
思
い
も
ま
た
同
じ
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
親
殺
し
を
免
罪
す
る
妙
案
が

ど
う
し
て
も
思
い
浮
か
ば
な
い
。
筒
井
和
泉
守
は
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
筆
頭

老
中
の
土
井
大
炊
頭
に
助
言
を
求
め
、
評
議
の
上
、
時
の
将
軍
徳
川
家
斉
へ

と
長
二
の
罪
科
の
裁
許
を
申
し
出
る
。
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成
ほ
ど
半
右
衛
門
妻
柳
な
る
者
は
、
長
二
郎
の
実
母
故
親
殺
し
の
罪
科

に
宛
行
ふ
べ
き
も
の
な
る
が
、
柳
は
姦
夫
幸
兵
衛
と
謀
り
、
玄
石
を
頼

ん
で
半
右
衛
門
を
殺
し
た
所
よ
り
見
れ
ば
、
長
二
郎
の
為
め
に
は
幸
兵

衛
同
様
親
の
仇
に
相
違
な
し
、
然
る
に
実
母
だ
か
ら
と
い
ツ
て
復
讐
の

取
扱
が
出
来
ぬ
と
い
ふ
は
如
何
に
も
不
条
理
の
様
に
思
は
れ
、
裁
断
に

く
る
し
困
む
と
の
御
意
に
て
、
直
に
御
儒
者
林
大
学
頭
様
を
思
召
し
に
成
り

将
軍
家
斉
の
胸
中
ま
で
も
が
「
仇
に
相
違
な
し
」「
不
条
理
の
様
に
思
は

れ
」
と
話
者
に
よ
っ
て
代
弁
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
語
り
手
／
話
者
の
機
能
が
大
き
く
異
な
る
「
親
殺
し
」
と

『
名
人
長
二
』
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
対
比
的
な
の
が
終
止
符
の
打
ち
方
で

あ
ろ
う
。
斎
藤
広
信
は
前
者
を
「
開
か
れ
た
結
末
」、
後
者
を
「
閉
じ
て
い

く
結
末
」
と
措
定
し
、「
私
生
児
の
親
殺
し
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
裁
い
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
読
者
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
構
造

に
な
っ
て
い
る
」
原
作
と
、「
人
情
と
い
う
主
題
に
沿
っ
て
結
末
に
向
か
っ

て
収
斂
し
て
い
く
構
造
」
で
、
大
岡
裁
き
に
よ
っ
て
万
事
め
で
た
し
め
で
た

し
と
、「
結
末
が
閉
じ
ら
れ
」
て
い
る
円
朝
の
噺
の
差
異
を
指
摘
し
て
み
せ

（
３１
）た。
だ
が
、「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
裁
判
官
だ
っ
た
ら
、
こ
の
親
殺
し
を
、
い
っ

た
い
ど
う
裁
い
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
「
親
殺
し
」
の
幕
切
れ
も
、

「
長
二
郎
の
半
之
助
は
根
岸
へ
隠
居
し
て
、
弘
化
二
巳
年
の
九
月
二
日
に
五

十
三
歳
で
死
去
致
し
ま
し
た
。
墓
は
孝
徳
院
長
誉
義
秀
居
士
と
題
し
て
、
谷

中
の
天
龍
寺
に
残
つ
て
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
『
名
人
長
二
』
の
大
団
円

も
、
と
も
に
そ
の
語
り
／
話
し
の
技
法
に
よ
っ
て
最
大
限
の
効
果
が
生
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
語
り
手
の
個
性
を
徹
底
的
に
抑
制

し
、
対
象
や
テ
ー
マ
を
客
観
的
に
提
示
す
る
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
方
法
な
れ
ば

こ
そ
「
開
か
れ
た
結
末
」
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
も
し
か
り
に
、
み
ず

か
ら
の
思
い
を
開
陳
し
、
登
場
人
物
の
思
い
を
代
弁
す
る
よ
う
な
語
り
手
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
結
末
の
問
題
提
起
に
お
い
て
も
、
読
者
は
誘
導
さ
れ
た
と

感
じ
、
鼻
白
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
話
者
が
長
二
を
は
じ
め
、
清
兵

衛
や
筒
井
和
泉
守
、
将
軍
家
斉
の
心
中
に
ま
で
介
入
し
、
大
団
円
へ
と
巧
妙

に
誘
う
円
朝
の
方
法
な
れ
ば
こ
そ
「
閉
じ
て
ゆ
く
結
末
」
が
有
効
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
も
し
か
り
に
個
性
や
そ
れ
を
外
部
へ
と
表
出
す
る
声
が
極
端
に
稀

薄
化
さ
れ
、
目
の
前
の
事
実
を
た
だ
淡
々
と
述
べ
て
い
る
だ
け
の
話
者
で
あ

れ
ば
、
聴
衆
は
登
場
人
物
へ
の
感
情
移
入
を
許
さ
れ
ず
、
め
で
た
し
め
で
た

し
の
結
末
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

思
え
ば
円
朝
の
こ
の
よ
う
な
話
法
は
、『
ピ
エ
ー
ル
と
ジ
ャ
ン
』
の
序
に

添
え
ら
れ
た
「
小
説
」
に
お
い
て
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
が
虚
偽
的
で
あ
る
と
論

難
し
た
小
説
作
法
と
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
。

例
外
的
な
、
人
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う
な
事
件
を
ひ
き
だ
す
た
め
に
、
不

変
に
し
て
残
忍
、
か
つ
不
愉
快
な
真
実
を
変
形
さ
せ
る
小
説
家
は
、
ほ

ん
と
う
ら
し
さ
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
こ
と
さ
ら
気
を
使
わ
ず
、
思
い

の
ま
ま
に
事
件
を
操
作
し
て
、
読
者
を
た
の
し
ま
せ
た
り
、
感
動
さ
せ

た
り
、
し
ん
み
り
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
、
準
備
や
配
置
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
小
説
の
プ
ラ
ン
は
、
た
く
み
に
大
詰
め
の
効
果

に
向
か
っ
て
、
せ
い
と
ん
さ
れ
、
高
ま
っ
て
い
く
。
大
詰
め
は
主
要
な

決
定
的
な
事
件
で
、
は
じ
め
に
喚
起
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
好
奇
心
を
み
た

し
、
興
味
を
そ
こ
で
ぴ
た
り
と
止
め
、
読
者
と
し
て
、
自
分
の
い
ち
ば

ん
愛
着
す
る
人
物
が
あ
す
は
ど
う
な
る
か
、
も
う
知
ろ
う
と
し
な
い
く

ら
い
、
完
全
に
物
語
の
終
止
符
を
打
つ
の
で
あ（

３２
）る。
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円
朝
は
、
ほ
か
の
噺
と
同
様
に
『
名
人
長
二
』
に
お
い
て
も
「
思
い
の
ま

ま
に
事
件
を
操
作
し
て
、
読
者
を
た
の
し
ま
せ
た
り
、
感
動
さ
せ
た
り
、
し

ん
み
り
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
」、
周
到
に
「
準
備
や
配
置
」
を
行
っ
て
い

る
。「
せ
い
と
ん
さ
れ
、
高
ま
っ
て
い
く
」
そ
の
噺
は
、「
大
詰
め
」
に
お
い

て
「
完
全
に
物
語
の
終
止
符
を
打
つ
の
で
あ
る
」。
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
も
、
自

分
の
作
品
が
み
ず
か
ら
の
否
定
し
た
小
説
作
法
と
相
似
の
方
法
に
よ
っ
て
翻

案
さ
れ
る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
円
朝
の
こ

う
し
た
手
つ
き
へ
の
批
判
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

明
治
の
大
衆
は
、
こ
の
い
さ
さ
か
無
理
な
筋
は
こ
び
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
儒
教
的
ト
リ
ッ
ク
に
満
足
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
一
件
落
着
」
の

権
威
主
義
的
ト
リ
ッ
ク
に
満
足
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
肝
心

の
と
こ
ろ
は
儒
教
道
徳
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
情
に
あ
り
、

人
格
性
に
あ
る
。
そ
の
人
情
、
そ
の
人
格
性
を
救
う
た
め
の
ト
リ
ッ
ク

と
し
て
、
儒
教
を
う
べ
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ（

３３
）る。

長
二
を
贔
屓
す
る
町
奉
行
の
筒
井
和
泉
守
や
御
儒
者
林
大
学
頭
、
将
軍
家

斉
が
、
五
経
の
ひ
と
つ
『
礼
記
』
第
三
巻
檀
弓
篇
の
一
節
を
、
政
治
的
に
、

き
わ
め
て
長
二
に
都
合
良
く
解
釈
し
、
そ
の
権
威
性
の
発
動
に
よ
っ
て
長
二

を
救
い
、
民
衆
の
人
情
を
守
っ
て
大
団
円
を
迎
え
る
円
朝
の
噺
は
、
権
力
性

を
補
完
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
、
円
朝
の
権
威
主
義
が
、
そ
れ
に
満
足
し

た
明
治
の
大
衆
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
通
り
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
円
朝
が
権
力
の
も
つ
利
己
主
義
を
さ
り
げ
な

く
撃
ち
、み
ず
か
ら
の
方
法
論
へ
の
自
戒
と
も
受
け
と
れ
る
よ
う
な
発
言
を
、

話
者
に
託
し
て
残
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

林
大
学
頭
様
は
、
先
年
坂
倉
屋
助
七
の
頼
み
に
依
て
長
二
郎
が
製
造
致

し
た
無
類
の
仏
壇
に
折
紙
を
付
け
ら
れ
た
時
、
其
文
章
中
に
長
二
郎
が

う
で
ま
え

つ
か

技
倆
の
非
凡
な
る
事
と
、
同
人
が
親
に
事
へ
て
孝
行
な
る
事
と
、
慈
善

を
好
む
仁
者
な
る
こ
と
を
誌
し
た
次
に
、
未
だ
学
ば
ず
と
い
ふ
と
雖
も

吾
は
之
を
学
び
た
り
と
謂
は
ん
と
ま
で
長
二
郎
を
賞
め
、
彼
は
未
だ
学

み
も
ち

こ
こ
ろ
だ
て

問
を
し
た
事
は
無
い
と
い
ふ
が
、
其
品
行
と
志
操
は
、
充
分
に
学
問

を
し
た
者
も
同
様
だ
と
い
ふ
意
味
を
書
か
れ
て
、
其
後
人
に
も
其
事
を

吹
聴
さ
れ
た
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
其
親
孝
行
の
長
二
郎
が
親
殺
し
を

そ
ら
ほ
め

し
た
と
い
ツ
て
は
、
先
年
の
折
紙
が
嘘
誉
に
な
つ
て
、
御
自
分
ま
で
が

面
目
を
失
は
れ
る
事
に
な
り
ま
す
ば
か
り
で
な
く
、
将
軍
家
の
御
質
問

ご
も
つ
と
も

も
御
道
理
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
頻
り
に
勘
考
を
致
さ
れ
ま
し
た
が
、

林
大
学
頭
が
「
頻
り
に
勘
考
」
し
た
の
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
長
二
を
誉

め
た
「
先
年
の
折
紙
が
嘘
誉
に
な
つ
て
」、
自
分
の
面
目
が
失
わ
れ
る
の
を

怖
れ
た
た
め
な
の
だ
。「
ば
か
り
で
な
く
」
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
将
軍
家

か
ら
の
質
問
に
答
え
る
の
は
二
の
次
な
の
で
あ
る
。
円
朝
は
、
権
威
の
妄
執

を
さ
ら
り
と
暴
い
て
み
せ
た
の
だ
。
実
親
か
ら
疎
外
さ
れ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
の

悲
壮
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
描
き
出
し
、
社
会
正
義
や
人
道
、
倫
理
の
問
題

を
提
起
す
る
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
筆
も
、
そ
こ
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
物
語

内
容
に
お
い
て
も
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
も
客
観
性
を
身
上
と
す
る
モ
ー

パ
ッ
サ
ン
の
方
法
で
は
、
小
説
世
界
全
体
を
傍
観
す
る
よ
う
な
作
中
人
物
を

設
定
し
な
い
か
ぎ
り
、
裁
判
官
や
陪
審
員
、
す
な
わ
ち
裁
く
側
の
権
力
性
を

糾
弾
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
み
ず
か
ら
の
位
相
を
明
確
に
し
、
登
場
人
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物
の
作
品
世
界
を
統
御
す
る
話
者
と
い
う
円
朝
の
確
乎
と
し
た
方
法
が
あ
っ

た
れ
ば
こ
そ
、
権
威
批
判
お
よ
び
自
己
批
判
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
、「
親

殺
し
」
は
『
名
人
長
二
』
と
し
て
翻
案
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

円
朝
の
話
法
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
話
者
の
機
能
、
人
物
に
な
り
き

る
う
え
で
の
優
れ
た
演
技
力
、
地
の
文
と
科
白
、
話
者
と
登
場
人
物
の
棲
み

分
け
等
々
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
円
朝
の
話
芸
が
落
語

史
に
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
円
朝
に
固
有
の
方

法
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
察
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
紙

面
の
関
係
上
、
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。

注

（
１
）
有
島
幸
子
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
有
島
武
郎
研
究
会
編
『
有
島
武
郎

事
典
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
２
）
三
遊
亭
円
朝
作
述
『
指
物
師
名
人
長
治
』（
博
文
館
、一
八
九
五
年
）。

な
お
演
題
に
つ
い
て
は
「
長
二
」、「
長
治
」、「
長
次
」
が
混
在
す
る
。

本
稿
で
は
『
中
央
新
聞
』（
一
八
九
五
年
四
月
二
八
日
〜
六
月
一
五
日
）

初
出
時
の
「
長
二
」
に
統
一
す
る
。

（
３
）
饗
庭
篁
村
『
竹
の
屋
劇
評
集
』（
東
京
堂
、
一
九
二
七
年
）。

（
４
）
馬
場
孤
蝶
「『
名
人
長
次
』
に
な
る
迄
―
―
翻
案
の
径
路
―
―
」

（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
七
年
七
月
一
六
日
）。の
ち
『
闘
牛
』（
天

佑
社
、
一
九
一
九
年
）、
有
島
生
馬
編
『
有
島
幸
子
家
集
』（
私
家
版
、

一
九
三
五
年
）
所
収
。

（
５
）
畠
中
敏
郎
「「
親
殺
し
」
と
「
名
人
長
次
」
―
―
モ
パ
サ
ン
、
円
朝
、

新
七
」（『Etudes

francaises

』
一
九
六
七
年
二
月
）。
の
ち
『
比
較

文
学
の
小
道
』（
畠
中
敏
郎
先
生
論
集
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
）
所
収
。

富
田
仁
『
フ
ラ
ン
ス
小
説
移
入
考
』（
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
）
な

ど
。

（
６
）
多
田
道
太
郎
「「
名
人
長
二
」
の
成
立
と
構
造
」（
小
島
政
二
郎
、
池

田
弥
三
郎
、
尾
崎
秀
樹
監
修
『
三
遊
亭
円
朝
全
集

第
六
巻
』、
角
川

書
店
、
一
九
七
五
年
）。
の
ち
『
多
田
道
太
郎
著
作
集

第
一
巻
』（
筑

摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）
所
収
。

（
７
）
『
ピ
エ
ー
ル
と
ジ
ャ
ン
』
序
「
小
説
」
の
引
用
は
、『
モ
ー
パ
ッ
サ

ン
全
集

第
一
巻
』（
新
庄
嘉
章
訳
、
春
陽
堂
、
一
九
六
五
年
）
に
拠

る
。

（
８
）
「
親
殺
し
」
の
引
用
は
、『
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
全
集

第
九
巻
』（
小
林

龍
雄
訳
、
春
陽
堂
、
一
九
五
六
年
）
に
拠
る
。

（
９
）

A
ndré

V
ial,G

uy
de
M
aupassantetl’A

rtdu
R
om
an,N

izet,
1954

（
１０
）
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
「
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
と
不
幸
の
物
理
学
」（
大
野
多

加
志
訳
『
演
劇
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

1955-1957

』、
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇
五
年
）。

（
１１
）
ラ
ボ
ッ
ク
『
小
説
の
技
術
』（
佐
伯
彰
一
訳
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
社
、
一

九
五
七
年
）。

（
１２
）
注
（
４
）
に
同
じ
。

（
１３
）
鈴
木
光
次
郎
編
『
明
治
閨
秀
美
譚
』（
東
京
堂
書
房
、一
八
九
二
年
）。

（
１４
）
須
藤
愛
司
『
名
士
名
家
の
夫
人
』（
大
学
館
、
一
九
〇
二
年
）。

（
１５
）
注
（
４
）
に
同
じ
。

（
１６
）
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
日
本
輸
入
に
つ
い
て
は
、
大
西
忠
雄
「
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
と
日
本
近
代
文
学
」（
吉
田
精
一
編
『
日
本
近
代
文
学
の
比
較
文
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学
的
研
究
』、
清
水
弘
文
堂
、
一
九
七
一
年
）
や
、
松
田
穣
「
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
」（
福
田
光
治
、
剣
持
武
彦
、
小
玉
晃
一
編
『
欧
米
作
家
と
日
本

近
代
文
学

第
二
巻

フ
ラ
ン
ス
篇
』、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九

七
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
１７
）
有
島
幸
子
訳
「
親
殺
し
の
話
」
の
引
用
は
、
有
島
生
馬
編
『
有
島
幸

子
家
集
』（
私
家
版
、
一
九
三
五
年
）
に
拠
る
。

（
１８
）
『
新
潮
』（
一
九
一
〇
年
九
月
）。
の
ち
馬
場
孤
蝶
訳
『
モ
オ
パ
ツ
サ

ン
傑
作
集
』（
如
山
堂
書
店
、
一
九
一
四
年
）
所
収
。

（
１９
）
注
（
９
）
に
同
じ
。

（
２０
）
鈴
木
古
鶴
「
円
朝
遺
聞
」（
鈴
木
行
三
編
『
円
朝
全
集

巻
十
三
』

春
陽
堂
、
一
九
二
八
年
）。

（
２１
）
伊
狩
章
「
日
本
文
学
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
（
２
）
―
―
モ
ー
パ
ッ
サ
ン

の
輸
入
と
そ
の
媒
介
者
―
―
」（
日
本
比
較
文
学
会
編
『
比
較
文
学

―
―
日
本
文
学
を
中
心
と
し
て
―
―
』、
矢
島
書
房
、
一
九
五
三
年
）。

（
２２
）
大
西
忠
雄
「
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
と
そ
の
日
本
へ
の
影
響
」（
河
内
清
編

『
自
然
主
義
文
学
』、
勁
草
書
房
、
一
九
六
二
年
）。

（
２３
）
小
川
茂
久
「『
名
人
長
二
』
と
『
親
殺
し
』」（『
文
芸
研
究
』
一
九
六

九
年
一
〇
月
）。

（
２４
）
江
見
水
蔭
『
自
己
中
心
明
治
文
壇
史
』（
博
文
館
、
一
九
二
七
年
）。

（
２５
）
注
（
１１
）
に
同
じ
。

（
２６
）
拙
論
「
素
噺
と
の
出
会
い
―
―
三
遊
亭
円
朝
『
真
景
累
ヶ
淵
』
論

―
―
」（『
立
教
日
本
文
学
』
第
一
〇
三
号
、二
〇
〇
九
年
一
二
月
）、「
円

朝
の
現
在
」（『
大
衆
文
化
』
第
五
号
、
二
〇
一
一
年
四
月
）。

（
２７
）
馬
場
孤
蝶
「
文
化
の
変
遷
と
寄
席
の
今
昔
」（『
新
文
学
』
一
九
二
五

年
四
月
）。
の
ち
『
明
治
の
東
京
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
二
年
）
所

収
。

（
２８
）
馬
場
孤
蝶
「
落
語
」（
初
出
不
明
）。
の
ち
『
明
治
の
東
京
』（
中
央

公
論
社
、
一
九
四
二
年
）
所
収
。

（
２９
）
「
新
味
」
の
宿
命
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
一
九
〇
五
年
六
月
一
一
日
、
日
本
橋
常
盤
木
倶
楽
部
で
催
さ
れ

た
第
四
回
落
語
研
究
会
で
演
じ
た
「
猫
久
」
に
つ
い
て
、
岡
村
柿
紅
は

「
扨
て
此
日
の
出
来
栄
に
就
い
て
言
へ
ば
、
猫
久
の
女
房
の
刀
を
夫
に

渡
す
時
に
『
確
乎
し
な
く
つ
ち
や
ア
不
可
よ
、
沈
着
て
、
水
で
も
飲
ん

で
…
…
』
な
ど
ゝ
い
ふ
の
は
甚
だ
面
白
く
な
い
。
猫
久
夫
婦
の
件
は
飽

く
迄
も
筋
を
通
す
丈
に
地
で
話
し
、
其
人
品
を
聴
く
者
を
し
て
想
像
せ

し
め
た
方
が
趣
が
深
い
」
と
注
文
を
つ
け
て
い
る
。

（
３０
）
桂
米
朝
「
落
語
の
位
置
」（『
帝
塚
山
演
劇
学
』
一
九
六
九
年
五
月
）。

の
ち
『
桂
米
朝
集
成

第
一
巻

上
方
落
語
１
』（
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
四
年
）
所
収
。

（
３１
）
斎
藤
広
信
「
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
『
親
殺
し
』
と
円
朝
『
名
人
長
二
』

―
―
変
容
の
分
析
と
そ
の
視
点
―
―
」（
川
口
久
雄
編
『
古
典
の
変
容

と
新
生
』、
明
治
書
院
、
一
九
八
四
年
）。

（
３２
）
注
（
７
）
に
同
じ
。

（
３３
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

＊
『
名
人
長
二
』
の
引
用
は
、三
遊
亭
円
朝
作
述
『
指
物
師
名
人
長
治
』（
博

文
館
、
一
八
九
五
年
）
に
、『
名
人
競
』
の
引
用
は
、
三
遊
亭
円
朝
口
演
・

酒
井
昇
造
速
記
『
錦
の
舞
衣
』（
春
陽
堂
、
一
八
九
三
年
）
に
、
円
朝
書

簡
の
引
用
は
、
鈴
木
行
三
編
『
円
朝
全
集

巻
十
三
』（
春
陽
堂
、
一
九

二
八
年
）
に
拠
る
。
た
だ
し
、
読
み
易
さ
を
考
慮
し
て
句
読
点
を
補
い
、
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漢
字
は
新
字
体
に
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

【
付
記
】

な
お
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
「
特
色
あ
る
共
同
研
究
拠
点
の
整
備
の
推
進

事
業
」（A

09351900

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
み
や
の
ぶ
あ
き

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
研
究
助
手
／
本
学
兼
任
講
師
）
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