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中国語のショートショートの代表的作家──凌鼎年

1　

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
と
は

一
般
的
に
「
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
人
は

少
な
い
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
意
味
を

よ
く
理
解
し
な
い
人
が
大
半
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
簡
単
に
言
う
と
、
シ
ョ
ー
ト

シ
ョ
ー
ト
と
い
う
の
は
独
自
の
特
徴
を
持
つ
、
実
に
興
味
深
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で

あ
る
。
こ
の
言
葉
は
英
語
に
由
来
し
、「short short

」、
つ
ま
り
「short 

fiction

」（
短
い
話
、
小
話
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
専
門

家
で
あ
る
渡
邊
晴
夫★

★

は
、「Short short

は
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
か

け
て
盛
期
を
迎
え
た
小
説
形
式
で★

★

」
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

日
本
で
は
「
短
編
小
説
」
や
「
掌
編
小
説
」
と
い
っ
た
言
葉
も
存
在
し
て
お
り
、

両
者
と
も
シ
ョ
ー
ト

シ
ョ
ー
ト
に
多
少
似
て
い

る
。
し
か
し
実
際
に
は
、

前
者
は
よ
り
長
く
、
後
者

は
短
い★

★

と
い
う
差
異
が
あ

る
た
め
本
稿
で
は
触
れ
な

い
。中

国
語
文
学
が
あ
る
中

国
や
台
湾
な
ど
ア
ジ
ア
諸

中
国
語
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
代
表
的
作
家
─
─
凌
鼎
年

フ
ラ
ン
ソ
ワ
＝
カ
ー
ル
・
グ
シ
ュ
エ
ン
ド
（François-K

arl G
schw

end

）

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
⼤
学
⽂
学
部
東
ア
ジ
ア
研
究
学
科
中
国
学
専
攻
（U

niversité de G
enève

）

周
知
の
通
り
、
中
国
⽂
学
は
悠
久
の
歴
史
を
有
し
、
ア
ジ
ア
圏
を
超
え
て
世
界
中
に
知
ら
れ
て
い
る
。
有
名
な
例
と
し
て
は
、
司
馬
遷

の
『
史
記
』、
唐
宋
詩
や
魯
迅
の
小
説
等
が
挙
げ
ら
れ
、
ど
の
時
代
の
ジ
ャ
ン
ル
も
世
界
各
国
の
中
国
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
上
述
の
ジ
ャ
ン
ル
以
外
で
は
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
誰
も
聞
い
た
こ
と
の
な
い
も
の
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
微
型

小
説1

★

」、
つ
ま
り
「
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト★

★

」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る
。

本
稿
は
一
石
二
鳥
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
中
国
語
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
と
い
う
概
念
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
特
徴
を
分
析

す
る
。
次
に
、
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
活
躍
す
る
代
表
的
作
家
、
凌
鼎
年
の
経
歴
を
紹
介
し
、
そ
の
唯
一
無
二
の
⽂
体
を
詳
し
く
研
究
し
て

い
く
。

凌鼎年〈リンディンニエン〉
（19★1〜）
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国
で
は
、「
千
字
小
説
」
や
「
小
小
説
」
等
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
に
相
当
す
る

多
種
多
様
な
言
葉
が
存
在
し
て
い
る
が
、
最
も
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は

「
微
型
小
説
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
文
字
の
通
り
、「
超
小
型
の
小
説
」
と
い
う

意
味
を
表
す
。

日
本
で
有
名
な
作
家
、
星
新
一
（
一
九
二
六
─

一
九
九
七
）
は
、
一
九
六
〇
年
代

か
ら
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
日
本
国
内
に
普
及
さ
せ
、
数
え
切
れ
な
い
作
品
を
世
に
送

り
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
代
表
作
と
し
て
『
ボ
ッ
コ
ち
ゃ
ん★

★

』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

日
本
に
比
べ
て
中
国
で
は
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
は
改
革
開
放
以
降
、
つ
ま
り
八

〇
年
代
半
ば
か
ら
普
及
し
始
め
た
。

中
国
以
外
で
は
ほ
ぼ
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
は
研
究

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
上
述
の
渡
邊
晴
夫
が
有
名
な
研
究
者
の
一
人

で
あ
る
。
渡
邊
は
特
に
中
国
作
家
の
凌
鼎
年
の
作
品
を
研
究
し
、
す
で
に
数
点
を

和
訳
し
て
い
る★

★

。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
二
〇
〇
五
年
、
世
界
各
国
の

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
を
扱
っ
た
『
蓮
霧★

★

』
と
い
う
専
門
誌
を
創
刊
し
、
現
在
で
も

定
期
的
に
刊
行
し
て
い
る
。

★　

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
特
徴

続
い
て
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
興
味
深
い
特
徴
を
分
析
す
る
。
筆
者
の
こ
れ

ま
で
の
研
究
か
ら
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
作
品
に
は
次
の
五
つ
の
特
徴
が
確
認
で

き
る
。1　

字
数
が
少
な
い
こ
と

2　

登
場
人
物
が
少
な
い
こ
と

3　

奇
想
天
外
な
結
末

4　

社
会
に
対
す
る
批
判
的
態
度

5　

皮
肉
と
風
刺
の
要
素

★
・
1　

字
数
が
少
な
い
こ
と

字
数
が
少
な
い
こ
と
は
、
上
述
の
五
つ
の
特
徴
の

中
で
最
も
判
断
し
に
く
い
特
徴
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
同
じ
内
容
の
一
文
を
書
く
に
し
て
も
、
言
語
に

よ
っ
て
必
要
な
文
字
数
が
か
な
り
異
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
日
本
語
、
中
国
語9

★

及
び
フ
ラ
ン
ス
語
で

書
か
れ
た
一
文
を
例
に
、
字
数
の
問
題
を
分
析
し
て

お
き
た
い
。

図
1
に
示
し
た
通
り
、
日
本
語
で
は
「
狼
が
来

た
。」
と
い
う
簡
単
な
文
章
が
は
た
し
て
5
文
字
な

の
か
、
8
文
字
な
の
か
は
、
漢
字
か
片
仮
名
に
よ
っ

て
若
干
異
な
る
。
続
い
て
中
国
語
の
文
を
見
る
と
、

漢
字
の
み
の
使
用
で
4
文
字
に
な
る
こ
と
が
分
か
る
。

最
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
場
合
は
や
や
難
し
く
、
文

字
を
数
え
る
か
、言
葉
（
単
語
）
を
数
え
る
か
に
よ
っ

て
最
終
字
数
が
大
幅
に
異
な
っ
て
く
る
。
概
し
て
言

え
ば
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
字
数
の
最
上
限
を
定

め
る
に
当
た
っ
て
は
、
中
国
語
が
最
も
簡
単
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
は
非
常
に
難

し
い
。

字
数
の
数
え
方
と
い
う
問
題
を
確
認
し
た
上
で
、

次
に
こ
の
三
言
語
の
字
数
の
基
準
に
目
を
向
け
た
い
。

日
本
語
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
は
３
２
０
０
字
前
後

に
納
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
短
編
小
説
と

図 1
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み
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る★1

★

。
こ
れ
に
対
し
て
中
国
語
の

場
合
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
が
存
在
し
て

い
る
。
一
般
的
に
２
５
０
０
字
以
内★★

★

と
い
う
の
が
基
準

で
は
あ
る
が
、
渡
邊
は
「
字
数
は
二
千
字
を
こ
え
る
も

の
も
あ
る
が
、
一
千
字
以
内
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
て
い

る★1
★

」
と
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
基
準
を
１
５
０
０
字
前

後
と
し
て
い
る
。
最
後
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
明
確
な
制

限
は
な
い
も
の
の
、
約
１
０
０
０
語★1

★

が
最
上
限
と
い
う

こ
と
を
定
め
た
研
究
者
や
翻
訳
者
が
い
る
。

本
稿
で
は
、
中
国
語
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
平
均

字
数
を
求
め
る
た
め
に
、
凌
鼎
年
の
25
作
品
に
つ
い
て★1

★

、

句
読
点
を
含
め
た
文
字
数
を
算
出
し
、
次
の
二
つ
の
表

に
ま
と
め
た
。

図
★
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
既
に
出
版
さ
れ
た
凌
鼎
年
の

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
、
図
★
は
今
後
出
版
さ
れ
る
予
定

の
作
品
を
示
し
て
い
る
。
緑
の
欄
は
渡
邊
が
和
訳
し
た

作
品
で
、
白
い
欄
は
未
翻
訳
の
た
め
筆
者
が
タ
イ
ト
ル

を
直
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
字
数
の
欄
を
詳
し
く
見
て

い
く
と
、
前
者
の
平
均
字
数
は
１
５
２
４
字★1

★

、
後
者
は

１
４
１
６
字
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
選
択
さ
れ
た
25

作
品
の
平
均
字
数
は
１
４
７
０
字
で
あ
り
、
渡
邊
の
基

準
（
１
５
０
０
字
以
内
）
の
方
が
事
実
に
近
い
こ
と
が
分

か
る
。

結
論
と
し
て
は
、
字
数
の
基
準
は
五
里
霧
中
の
状
態

に
あ
り
、
そ
の
設
定
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。

図 ★

図 ★
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★
・
★　

登
場
人
物
が
少
な
い
こ
と

も
う
一
つ
の
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
登
場
人
物
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

主
人
公
で
さ
え
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
こ
の
特
徴
を
説

明
す
る
た
め
に
四
つ
の
例
を
挙
げ
た
い
。

例
1
：「
了
悟
禅
師★1

★

」

了
悟
禅
師
が
海
天
寺
に
来
て
か
ら
、
海
天
寺
内
の
平
穏
は
打
ち
破
ら
れ
た
。

法
眼
方
丈
が
ど
う
し
て
了
悟
禅
師
に
留
ま
る
よ
う
に
求
め
た
の
か
、
僧
侶
た

ち
は
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
い
っ
そ
う
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、

方
丈
が
了
悟
の
異
常
な
行
い
を
な
ぜ
容
認
し
て
い
る
の
か
で
あ
っ
た
。［
…
］ 

（
強
調
筆
者
）

「
了
悟
禅
師
」
の
冒
頭
の
情
景
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
抜
粋
で
確
認
で
き
る

よ
う
に
、
主
人
公
の
役
や
職
業
（
禅
師
、
方
丈
、
僧
侶
）
以
外
は
、
年
齢
や
外
見
等
、

他
の
情
報
は
何
も
分
か
ら
な
い
。

例
★
：「
忘
れ
難
き
四
角
い
り
ん
ご★1

★

」

ま
さ
か
時
間
が
自
殺
し
た
な
ん
て
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

袁
魯
谷
教
授
は
壊
れ
か
け
た
小
窓
を
通
し
て
、
夜
空
を
ほ
ん
と
う
に
長
い
間
、

見
つ
づ
け
て
い
た
。
あ
の
ま
ば
ら
な
星
は
そ
こ
に
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
る
か

の
よ
う
に
、
一
つ
の
星
も
動
か
ず
、
瞬
く
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
。［
…
］（
強

調
筆
者
）

例
★
：「
忘
れ
難
き
四
角
い
り
ん
ご★1

★

」

［
…
］
し
か
し
な
ぜ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
日
、
造
反
派
の
連
中
は
彼

の
事
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
で
、
彼
を
審
問
す
る
者
は
な
く
、
ま
た
彼
を
批
判

す
る
者
も
な
く
、
そ
れ
ば
か
り
か
食
事
を
届
け
に
来
る
者
も
い
な
か
っ
た
。

日
が
暮
れ
る
頃
、
窓
辺
に
小
さ
な
女
の
子
が
ひ
と
り
や
っ
て
き
た
。
明
ら
か

に
女
の
子
は
足
元
に
何
か
を
置
い
て
踏
み
台
に
し
て
お
り
、［
…
］（
強
調
筆

者
）

「
忘
れ
難
き
四
角
い
り
ん
ご
」
と
い
う
作
品
の
登
場
人
物
は
合
計
三
人
で
あ
る
。

例
2
の
通
り
、
最
も
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
袁
魯
谷
教
授
で
あ
り
、
姓
名

と
職
業
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
婚
し
て
い
る
か
否
か
、
ど
こ

で
働
い
て
い
る
か
等
と
い
っ
た
他
の
情
報
は
な
い
。
例
3
で
は
小
さ
な
女
の
子
も

出
て
い
る
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
推
測
で
き
る
の
は
凡
そ
の
年
齢
だ
け
で
、
名
前
や

あ
だ
名
す
ら
分
か
ら
な
い
。
加
え
て
、「
造
反
派
」
は
具
体
的
な
登
場
人
物
と
い

う
よ
り
、
団
体
を
表
す
抽
象
的
な
名
称
で
あ
る
。

例
★
：「
誤
っ
た
墨11

★

」

娄
城
の
三
人
の
老
名
人
の
書
画
の
展
覧
会
に
は
、
老
い
も
若
き
も
み
な
集
い
、

な
み
い
る
賢
人
も
こ
と
ご
と
く
や
っ
て
き
た
。

開
幕
式
で
、
皆
の
求
め
に
応
じ
、
三
人
は
そ
ろ
っ
て
筆
を
ふ
る
い
、
腕
前
を

披
露
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
趙
老
人
は
即
座
に
筆
に
た
っ
ぷ
り
墨
を
つ
け
る

と
、
水
面
に
浮
か
ん
だ
蓮
の
葉
と
水
面
下
の
蓮
の
葉
を
数
枚
描
い
た
。
そ
の

中
で
は
蓮
の
花
が
つ
ぼ
み
を
つ
け
、
今
に
も
ほ
こ
ろ
び
よ
う
と
し
て
お
り
、

皆
を
た
い
へ
ん
喜
ば
せ
た
。
銭
老
人
は
描
く
前
か
ら
す
で
に
胸
中
で
は
絵
が

出
来
上
が
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
ほ
ん
の
何
筆
か
ふ
る
う
と
、
水
の
中
を

泳
ぐ
数
匹
の
魚
が
生
き
い
き
と
紙
上
に
あ
ら
わ
れ
た
。
一
匹
一
匹
が
ま
る
で

生
き
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
孫
老
人
は
ち
ょ
っ
と
精
神
を
集
中
さ
せ
た
。
岸

辺
の
一
本
の
楊
柳
が
風
を
う
け
て
揺
れ
る
姿
は
、
非
常
に
し
な
や
か
で
美
し

か
っ
た
。［
…
］（
強
調
筆
者
）
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例
4
で
は
場
所
が
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
人
公
に
関
す
る
情

報
は
苗
字
以
外
に
は
何
ひ
と
つ
分
か
ら
な
い
。
書
道
の
達
人
に
な
る
ま
で
の
経
歴

や
、
描
く
絵
の
風
格
等
に
つ
い
て
は
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
を
最
後
ま
で
読
ん
で

も
分
か
ら
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
で
は
登
場
人
物
の
名
前
、
年
齢
、
容

姿
や
職
業
と
い
っ
た
表
面
的
な
内
容
よ
り
も
、
そ
の
行
動
や
振
る
舞
い
の
方
が
は

る
か
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

★
・
★　

奇
想
天
外
な
結
末

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
突
然
で
予
想
外
な
結
末
で
あ
る
。

イ
ソ
ッ
プ
寓
話
と
同
様
に
、
そ
の
道
徳
的
な
結
末
は
読
者
に
種
々
雑
多
な
こ
と
に

つ
い
て
反
省
さ
せ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
例
を
挙
げ
て

説
明
す
る
。

例
★
：「
今
は
今
、
あ
の
時
は
あ
の
時1★

★

」

［
…
］
ひ
げ
班
長
た
ち
四
人
が
相
次
い
で
目
を
覚
ま
し
た
の
は
、
炭
鉱
病
院

の
ベ
ッ
ド
の
上
だ
っ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
、
四
人
は
回
復
し
て
退
院

し
た
。
す
べ
て
が
も
と
に
戻
っ
た
。
大
馬
は
大
馬
の
ま
ま
で
、
三
頭
は
あ
い

か
わ
ら
ず
三
頭
、
温
は
と
い
う
と
も
と
の
意
気
地
な
し
の
温
だ
っ
た
。
誰
か

が
坑
内
で
言
っ
た
こ
と
を
も
ち
だ
し
て
も
、
お
互
い
に
全
て
を
忘
れ
て
し

ま
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
た
だ
ひ
げ
班
長
だ
け
は
、
こ
っ
そ
り
と
裁
判
所
へ
行

き
、
訴
え
を
取
り
下
げ
た
。（
強
調
筆
者
）

奇
想
天
外
な
結
末
は
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
特
徴
の
中
で
お
そ
ら
く
最
も
把
握

し
に
く
い
概
念
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
物
語
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
読
み
通
さ

な
く
て
は
そ
の
あ
ら
す
じ
が
分
か
ら
ず
、
結
末
の
ど
こ
が
予
想
外
で
あ
る
か
分
か

り
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
5
は
、
ひ
げ
班
長
た
ち
が
突
然
の
崩
落
事
故
で

炭
鉱
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
四
人
が
も
し
救
出
さ
れ
た
ら
ど
う
し
た
い
か
を
討
論
す

る
と
い
う
話
で
あ
る
。
ひ
げ
班
長
は
最
初
様
々
な
理
由
で
弟
を
訴
え
た
い
と
主
張

し
て
い
る
が
、
後
の
三
人
と
は
違
い
、
救
出
さ
れ
た
際
に
一
変
し
て
一
人
静
か
に

訴
え
を
取
り
下
げ
に
行
く
。
そ
こ
で
初
め
て
こ
の
話
の
意
外
な
結
末
を
読
者
が
理

解
す
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
多
く
の
例
を
こ
こ
で
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト

の
奇
想
天
外
な
結
末
を
完
全
に
味
わ
う
た
め
に
は
全
文
を
読
む
必
要
が
あ
る
の
で
、

本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
深
く
は
掘
り
下
げ
な
い
。

★
・
★　

社
会
に
対
す
る
批
判
的
態
度

周
知
の
通
り
、
現
在
の
中
国
で
は
政
府
に
都
合
の
悪
い
こ
と
に
つ
い
て
は
自
分

の
意
見
を
な
か
な
か
表
明
で
き
な
い
。
当
局
の
検
閲
を
受
け
ず
現
代
社
会
に
対
す

る
批
判
的
な
見
解
を
表
明
す
る
良
い
方
法
は
、
自
分
の
意
見
を
文
学
を
通
じ
て
行

間
に
控
え
目
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
は
そ
の
た
め
の
絶

好
の
ツ
ー
ル
と
な
る
。
こ
こ
で
2
つ
の
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。

例
★
：「
助
け
合
っ
て
生
き
る11

★

」

［
…
］
し
か
し
、
お
婆
さ
ん
は
ま
だ
落
ち
着
か
な
い
ま
ま
市
場
に
到
着
す
る

や
い
な
や
、
赤
い
腕
章
を
つ
け
た
人
が
近
づ
い
て
き
て
、「
卵
を
売
る
の
は

株
式
市
場
の
投
機
と
同
じ
だ
」、「
資
本
主
義
へ
の
道
だ
」
と
言
い
出
し
た
の

だ
…
…
［
…
］

例
★
：「
し
ば
ら
く
の
間
、
息
子
を
独
立
さ
せ
よ11

★

」

［
…
］
こ
の
年
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
息
子
は
一
度
も
買
い
物
を
し
た
こ
と

が
な
く
、
一
度
も
食
事
の
支
度
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
一
度
も
洗
濯
を
し
た
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こ
と
が
な
く
、
一
度
も
モ
ッ
プ
で
床
を
掃
除
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

ベ
ッ
ド
も
い
つ
も
母
親
が
整
え
て
く
れ
て
い
た
。［
…
］

例
6
の
舞
台
は
文
化
大
革
命
で
あ
る
。
飢
餓
や
極
貧
の
た
め
中
国
人
に
と
っ
て

非
常
に
過
酷
で
つ
ら
い
時
代
で
あ
っ
た
。
50
年
後
の
現
在
で
も
こ
の
時
代
を
直
接

批
判
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
凌
鼎
年
は
作
品
を
通
じ
て
当
時
の
こ
と
を

直
接
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
紅
衛
兵
の
せ
い
で
祖
母
が
大
変
な
目
に
あ
っ
た
こ

と
を
読
者
に
語
る
こ
と
で
、
紅
衛
兵
が
恐
怖
と
共
に
支
配
し
て
い
た
こ
と
を
間
接

的
に
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
例
7
で
は
〈
一
人
っ
子
政
策
〉
と
い
う
、
現
在
の
中
国
に
お
け
る
極
め

て
重
要
な
問
題
が
語
ら
れ
て
い
る
。
親
は
子
供
が
一
人
し
か
い
な
い
の
で
面
倒
見

が
良
く
、
力
仕
事
は
さ
せ
な
い
。
そ
の
結
果
、
そ
の
子
供
は
非
常
に
怠
惰
で
我
が

ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
を
通
し
て
、
凌

鼎
年
は
一
人
っ
子
政
策
を
直
接
批
判
す
る
代
わ
り
に
、
そ
の
政
策
の
否
定
的
な
結

果
を
暗
示
し
、
読
者
に
そ
の
政
策
が
も
た
ら
し
た
深
刻
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
他
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
も
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
が
、

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
場
合
は
ほ
ぼ
毎
回
、
社
会
批
判
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い

る
。

★
・
★　

風
刺
と
皮
肉
の
要
素

他
に
も
、
ユ
ー
モ
ア
を
与
え
、
最
後
の
落
ち
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
風
刺

と
皮
肉
の
要
素
が
し
ば
し
ば
挿
入
さ
れ
る
。

例
★
：「
菊
愛
好
家11

★

」

1　

 ［
…
］
菊
爺
の
頭
の
中
に
は
、
菊
の
花
の
こ
と
し
か
な
く
、
そ
れ
以
外

は
申
し
訳
な
い
が
、
何
一
つ
本
人
の
考
え
は
な
か
っ
た
。
新
聞
で
菊
の

花
展
が
開
催
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
を
見
れ
ば
必
ず
自
費
で
出
向
い
た
。
そ

こ
に
行
く
と
、
ま
ず
緑
の
菊
が
展
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
。

そ
し
て
展
示
の
緑
の
菊
を
何
度
も
何
度
も
鑑
賞
し
た
後
で
、
立
ち
去
る

時
に
は
、「
あ
れ
は
本
物
の
緑
の
菊
じ
ゃ
な
い
！
」
と
言
い
、
自
分
の

緑
の
菊
へ
の
優
越
感
を
味
わ
い
な
が
ら
家
に
帰
っ
た
。
そ
し
て
自
分
の

緑
の
菊
を
さ
ら
に
愛
で
る
の
で
あ
る
。［
…
］

2　

 ［
…
］ 

最
後
に
花
は
枯
れ
、
そ
の
魂
は
線
香
の
煙
の
よ
う
に
天
に
昇
っ

て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、「
菊
爺
」
が
生
涯
を
か
け
て
大
切
に
育
て
て

き
た
、
皇
室
の
菊
と
同
系
統
の
本
物
と
さ
れ
る
「
緑
の
菊
」
は
、
そ
の

生
涯
を
閉
じ
た
。［
…
］

例
8
の
1
で
は
、
菊
に
情
熱
を
傾
け
る
「
菊
爺
」
と
い
う
老
人
が
、
他
の
菊
愛

好
家
よ
り
自
分
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
思
い
込
み
、
気
取
っ
て
他
の
菊
愛
好
家
を

見
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
例
8
の
2
で
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
老
人
は
プ
ラ
イ

ド
と
被
害
妄
想
の
た
め
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
分
の
大
好
き
な
緑
の
菊

を
死
な
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
上
記
の
作
品
は
、
自
画
自
賛
す
る
人
間
は
必
ず

い
つ
か
運
命
に
捕
ら
わ
れ
、
非
常
に
大
き
な
代
償
を
払
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ

と
を
皮
肉
っ
た
も
の
で
あ
る
。

★　

凌
鼎
年
の
経
歴

次
に
、
中
国
だ
け
で
な
く
ア
ジ
ア
各
国
で
知
ら
れ
て
い
る
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー

ト
作
家
凌
鼎
年
の
経
歴
に
目
を
向
け
た
い
。
凌
鼎
年
の
人
生
は
決
し
て
平
坦
で
は

な
か
っ
た
。
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
達
人
と
し
て
立
身
出

世
す
る
ま
で
に
は
、
長
い
年
月
を
要
し
、
長
く
困
難
な
道
の
り
を
歩
ん
だ
の
で
あ
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る
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
書
く
こ
と
を
や
め
ず
、
非
常
に
現
実
的
な
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
日
常
生
活
を
描
写
す
る
一
方
、
私
生
活
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
少
な
く
、

少
数
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
散
文
を
通
じ
て
自
分
を
垣
間
見
せ
て
い
る
。

こ
の
作
家
に
関
す
る
最
も
包
括
的
な
資
料
の
一
つ
は
二
〇
一
四
年
に
出
版
さ
れ

た
『
世
界
の
中
国
語
微
型
小
説
作
家
の
微
自
伝12

★

』
に
あ
り
、
下
記
の
略
歴
に
記
載

さ
れ
て
い
る
内
容
の
多
く
は
本
書
よ
り
引
用
し
た
。

★
・
1　

青
年
時
代

凌
鼎
年
は
一
九
五
一
年
、
江
蘇
省
の
太
倉
で
生
ま
れ
た
。
故
郷
は
歴
史
的
か
つ

文
化
的
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
上
海
、
南
京
、
無
錫
、
蘇
州
、
杭
州
、
紹

興
に
程
近
い
。
育
っ
て
き
た
こ
の
よ
う
な
環
境
が
、
将
来
の
作
品
を
生
む
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
幼
い
頃
か
ら

作
文
に
優
れ
た
才
能
を
発
揮
し
て
い
る
。
小
学
校
の
三
年
次
に
は
作
文
で
最
優
秀

の
成
績
を
取
り
、
五
年
次
に
は
江
蘇
省
の
学
生
の
中
で
第
二
位
の
作
文
賞
を
獲
得

し
て
い
る
。

一
九
六
六
年
、
中
国
で
は
文
化
大
革
命
が
起
こ
り
、
10
年
間
に
わ
た
り
中
国
人

は
阿
鼻
叫
喚
の
状
態
に
陥
っ
た
。
数
百
万
人
も
の
大
学
生
や
文
学
者
等
が
田
舎
に

派
遣
さ
れ
、
強
制
的
に
田
舎
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
厳
し
い
状
況
の
中
で
、

一
九
七
〇
年
、
凌
鼎
年
は
外
国
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
疑
わ
れ11

★

、
山
東
省
微
山
湖

の
大
屯
炭
鉱
に
強
制
的
に
送
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
20
年
間
に
わ
た
り
、
労
働
者
、

学
校
教
師
、
地
元
の
新
聞
編
集
者
等
、
様
々
な
職
業
に
就
く
羽
目
に
な
り
、
過
酷

な
日
々
を
送
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、「
玉
磨
か
ざ
れ
ば
光
な
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
苦
し
い
経
験

の
中
か
ら
、
数
年
後
に
書
き
始
め
た
物
語
の
源
泉
と
な
る
多
く
の
要
素
が
引
き
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
四
年
に
出
版
さ
れ
た
「
今
は
今
、
あ
の

時
は
あ
の
時
」（
此
一
時
、
彼
一
時
）
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
炭
鉱
に
閉
じ
込
め

ら
れ
た
4
人
の
鉱
夫
た
ち
の
反
省
の
シ
ー
ン
を
描
い
て
お
り
、
舞
台
に
な
る
そ
の

炭
鉱
は
お
そ
ら
く
、
凌
鼎
年
が
住
ん
で
い
た
微
山
湖
に
近
い
大
屯
炭
鉱
に
着
想
を

得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

★
・
★　

無
名
の
若
者
か
ら
著
名
な
作
家
に

凌
鼎
は
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
名
手
に
な
る
前
に
、
中
篇
小
説
や
詩
な
ど
他
の

文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
も
挑
戦
し
た
。
初
期
の
小
説
は
同
業
者
の
興
味
を
引
か
な
か
っ

た
も
の
の
、
詩
は
中
国
文
学
界
へ
入
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
名
を
成
す
チ
ャ
ン
ス

と
な
っ
た
。
あ
る
文
学
会
に
出
席
し
て
い
た
際
、
占
い
師
に
声
を
か
け
ら
れ
、

「
あ
な
た
は
純
粋
の
漢
人
で
は
な
い
」
と
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
基
に
自
分

の
出
自
を
調
査
し
、
先
祖
の
一
人
が
清
朝
の
宮
廷
医
師
で
、
醇
親
王
（
一
八
四
〇
─

一
八
九
一
）
を
治
療
し
た
事
か
ら
満
州
の
王
女
と
婚
姻
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

が
分
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
凌
鼎
年
は
遠
い
祖
先
か
ら
満
州
族
の
血
を
受
け
継

い
で
い
る
。

一
九
八
五
年
、
徐
州
で
発
行
さ
れ
て
い
た
雑
誌
『
彭
城
藝
苑
』
に
初
の
シ
ョ
ー

ト
シ
ョ
ー
ト
『
大
地
が
震
え
る
時
』（
當
大
地
震
動
的
時
候
）
を
発
表
し
て
い
る
。
こ

の
作
品
は
終
わ
る
こ
と
の
な
い
情
熱
と
、
才
能
の
開
花
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
改

革
開
放
後
に
吹
き
始
め
た
自
由
の
風
は
凌
鼎
年
の
想
像
力
を
大
い
に
刺
激
し
て
い

る
。一

九
八
九
年
に
は
微
山
湖
畔
に
住
ん
で
い
る
老
婆
を
取
材
し
に
行
き
、
そ
の
資

料
を
活
か
し
て
短
編
小
説
の
著
作
に
挑
ん
で
み
た
が
、
記
憶
に
残
る
業
績
に
至
ら

な
か
っ
た
た
め
、
執
筆
作
品
は
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
に
集
中
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

一
九
九
〇
年
二
月
、
よ
う
や
く
故
郷
の
太
倉
に
帰
る
こ
と
が
で
き
、
作
家
と
し

て
活
躍
し
始
め
、
知
名
度
を
上
げ
て
い
る
。
そ
の
3
カ
月
後
「
全
国
創
作
小
説
執

筆
会
議
・
理
論
セ
ミ
ナ
ー
」（
全
國
小
小
説
創
作
筆
會
暨
理
論
研
討
會
）
に
招
か
れ
た
事

が
彼
の
キ
ャ
リ
ア
を
押
し
上
げ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
会
議
で
20
人
ほ
ど
の
作
家
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が
「
中
国
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
作
家
の
第
一
世
代
」（
中
國
第
一
代
微
型
小
説
作
家
）

と
し
て
選
ば
れ
、
凌
鼎
年
は
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で

凌
鼎
年
は
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
を
書
く
こ
と
を
天
性
の
職
業
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
一
九
九
一
年
四
月
に
は
『
も
う
一
度
若
く
な
っ
て
』

（
在
年
輕
一
次
）
と
い
う
最
初
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
集
を
、
一
九
九
四
年
五
月
に

は
第
2
集
『
秘
密
』
を
出
版
し
た
。
同
年
、
国
際
賞
で
あ
る
「
世
界
中
国
語

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
大
賞
」（
世
界
文
化
微
型
小
説
大
獎
賽
）
を
受
賞
し
た
。

現
在
は
作
家
と
し
て
の
活
動
以
外
に
、
数
々
の
作
家
協
会
の
一
員
と
な
っ
て
い

る
。
二
〇
二
二
年
現
在
、
す
で
に
５
０
０
０
点
以
上
も
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
作

品
を
出
版
し
、
中
国
の
魯
迅
賞
や
茅
台
賞
等
、
無
数
の
文
学
賞
を
獲
得
し
て
い
る
。

凌
鼎
年
の
作
品
は
日
本
語
以
外
、
韓
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語11

★

等
、
10
か
国
語

以
上
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

★　

凌
鼎
年
の
文
体

中
国
で
は
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
作
家
数
は
非
常
に
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

凌
鼎
年
の
よ
う
な
文
体
を
持
っ
た
作
家
は
ほ
ぼ
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
作
家
と
大
き
く
異
な
り
、
凌
鼎
年
の
作
品
を
特
徴
づ
け
る

下
記
の
五
つ
の
点
の
お
か
げ
で
、
独
特
な
風
情
や
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

1　

四
字
熟
語
や
こ
と
わ
ざ
の
頻
繁
な
使
用

2　

唐
詩
や
宋
詩
の
引
用

3　

歴
史
的
、
文
化
的
な
要
素
の
頻
繁
な
採
用

4　

専
門
用
語
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

5　

洗
練
さ
れ
た
、
非
常
に
正
確
で
精
巧
な
単
語
の
使
用

こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
詳
し
く
説
明
す

る
。

★
・
1　

四
字
熟
語
や
こ
と
わ
ざ
の
頻
繁
な
使
用

洗
練
さ
れ
た
文
章
と
言
え
ば
、
正
確
で
精
巧
な
言
葉
の
使
用
の
み
な
ら
ず
、
四

字
熟
語
や
こ
と
わ
ざ
等
と
い
っ
た
文
化
的
背
景
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
も
重
要
で
あ

る
。
以
下
の
例
の
よ
う
に
、
凌
鼎
年
は
文
に
品
格
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
皆
に
広

く
知
ら
れ
て
い
る
漢
文
を
頻
繁
に
使
っ
て
い
る
。

例
9
：「
蓮
茶11

★

」

（
中
国
語
）　 ［
…
］
説
起
來
僅
一
面
之
交
、
交
情
不
深
。
不
過
無
妨
、
裘
一
鳴

甚
至
認
爲
有
些
事
、
淺
交
比
深
交
好
、
君
子
之
交
淡
如
水
嘛
。

［
…
］

（
日
本
語
）　 ［
…
］
一
度
し
か
会
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
友
情
は
深
く
な
い
。

し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
く
て
、
あ
る
事
柄
に
つ

い
て
は
、
深
い
交
わ
り
よ
り
も
広
く
浅
い
交
わ
り
の
方
が
い
い

と
、
裘
一
鳴
が
思
っ
て
い
る
。
結
局
、
君
子
の
交
わ
り
は
淡
き

こ
と
水
の
如
し
な
の
で
は
な
い
か
。［
…
］（
強
調
筆
者
）

上
述
の
「
君
子
の
交
わ
り
は
淡
き
こ
と
水
の
如
し
」
の
部
分
は
、
荘
子11

★

と
い
う

書
物
よ
り
直
接
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
読
者
は
漢
文
に
由
来
す

る
こ
の
こ
と
わ
ざ
を
知
っ
て
お
り
、
理
解
し
に
く
い
言
葉
で
は
な
い
。
こ
の
た
だ

一
文
の
お
か
げ
で
文
章
は
格
段
に
美
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
凌
鼎
年
は

文
末
に
「
嘛
」（
じ
ゃ
な
い
？
）
と
い
う
口
語
の
助
詞
を
つ
け
る
こ
と
で
、
荘
子
の

こ
の
一
文
を
更
に
身
近
な
も
の
に
す
る
手
法
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
非
常
に
特
徴

的
な
文
体
で
あ
る
。
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★
・
★　

唐
詩
や
宋
詩
の
引
用

凌
鼎
年
は
唐
詩
や
宋
詩
を
引
用
し
、
文
中
に
挿
入
す
る
技
が
抜
群
に
優
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
は
高
度
な
文
学
的
教
養
が
必
須
で
、
更
に
難
し
い
。
ま
た
、
シ
ョ
ー

ト
シ
ョ
ー
ト
は
も
と
も
と
長
さ
が
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
長
さ
に
合

わ
せ
た
適
切
で
短
い
詩
の
選
択
は
特
に
重
要
で
、
余
人
に
も
っ
て
替
え
が
た
い
。

そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、「
蓮
茶
」
か
ら
一
例
を
挙
げ
た
い
。
主
人
公
は
そ

こ
で
田
舎
町
の
風
景
に
対
す
る
深
い
感
情
を
表
す
。

例
10
：「
蓮
茶11

★

」

（
中
国
語
）　 ［
…
］
開
春
、
他
欣
賞
〝
小
荷
才
露
尖
尖
角
、
早
有
蜻
蜓
立
上
頭
〟

的
景
色
：
入
夏
、
他
陶
醉
於
〝
映
日
荷
花
別
樣
紅
〟
的
意
境
里
：

深
秋
、
他
體
會
〝
留
得
殘
荷
聽
雨
聲
〟
的
趣
味
。［
…
］

（
日
本
語
）　 ［
…
］
春
に
は
、「
蓮
の
葉
の
芽
は
若
々
し
く
尖
っ
て
い
る
。
既
に
、

ト
ン
ボ
は
そ
こ
に
止
ま
っ
て
い
る
」
よ
う
な
景
色
を
鑑
賞
し
て

い
る；

夏
に
は
、「
陽
光
に
映
え
る
紅
蓮
の
花
の
気
高
さ
と
美
」

に
魅
力
さ
れ
て
い
る；

晩
秋
に
は
、「
傷
つ
い
た
残
り
の
蓮
が
雨

の
音
を
聞
い
て
い
る
」
よ
う
な
喜
び
を
味
わ
っ
て
い
る
。［
…
］

（
強
調
筆
者
）

例
10
に
目
を
通
す
と
、
四
季
折
々
の
景
色
を
描
写
す
る
3
編
の
詩
は
単
な
る
詩

と
し
て
で
な
く
、
形
容
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
詩
や
こ
と

わ
ざ
等
を
そ
の
ま
ま
文
中
に
使
用
す
る
と
い
う
こ
の
特
徴
は
、
凌
鼎
年
以
外
の

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
作
家
に
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
。

★
・
★　

歴
史
的
、
文
化
的
な
要
素
の
頻
繁
な
採
用

凌
鼎
年
は
作
品
の
信
憑
性
を
高
め
る
た
め
に
、
実
際
に
存
在
す
る
場
所
に
物
語

を
固
定
し
、
調
査
し
た
実
在
す
る
要
素
に
基
づ
い
た
情
報
を
提
供
す
る
。

例
11
：「
四
要
堂
の
子
孫1★

★

」

（
中
国
語
）　

婁
城
在
文
物
普
查
時
、
發
現
了
一
座
破
舊
的
明
代
建
築
。
据
上

了
年
紀
的
講
、
早
先
的
主
人
姓
廉
、
原
本
好
像
叫
〝
四
要
堂
〟。［
…
］

（
日
本
語
）　

娄
城
の
遺
産
調
査
で
、
老
朽
化
し
た
明
代
の
建
物
が
発
見
さ
れ

た
。
年
配
の
人
の
話
に
よ
る
と
、
そ
の
昔
の
持
ち
主
は
廉
と
い
う
名
で
、
も

と
も
と
は
「
四
要
堂
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。［
…
］

例
11
で
は
、
凌
鼎
年
が
寧
波
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
実
際
に
存
在
す
る
娄
城
（
太

倉
の
別
称
）
を
舞
台
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、

そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
情
報
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
同
市
当
局
が
行
っ
た

遺
産
調
査
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
建
物
が
明
の
時
代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
作
品
は
最
初
の
文
章
か
ら
い
く
つ
か
の
歴
史
的
、
か
つ
文
化
的
要
素
が
含
ま

れ
て
い
る
た
め
、
単
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
な
く
歴
史
的
な
物
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

例
1★
：「
あ
の
竹
林
の
あ
の
木11

★

」

（
中
国
語
）　 

時
報
報
道
一
：
古
廟
鎮
發
現
特
大
靈
芝
。［
…
］

（
日
本
語
）　 

地
元
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
の
ひ
と
つ
：
古
廟
鎮
で
巨

大
な
霊
芝
が
発
見
さ
れ
た
。［
…
］

例
12
で
凌
鼎
年
は
冒
頭
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
の
舞
台
に
な
る
古
廟
鎮
に
言
及
し
て

い
る
。
実
際
に
こ
の
地
区
は
存
在
し
、
娄
城
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

い
く
つ
か
の
作
品
、
特
に
「
不
老
長
寿
の
薬
」
と
い
う
作
品
で
は
頻
繁
に
「
霊

芝
」
と
い
う
キ
ノ
コ
の
名
前
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
凌
鼎
年
の
作
品
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の
大
部
分
で
、
実
在
す
る
場
所
や
、「
霊
芝
」
の
よ
う
な
固
有
名
詞
を
使
用
す
る

こ
と
で
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
感
を
読
者
に
印
象
付
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

★
・
★　

専
門
用
語
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

四
字
熟
語
、
こ
と
わ
ざ
、
歴
史
的
要
素
の
使
用
は
他
の
作
家
の
作
品
に
も
見
ら

れ
る
が
、
文
中
に
お
け
る
専
門
用
語
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
は
非
常
に
際
立
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
が
凌
鼎
年
の
作
風
を
最
も
印
象
付
け
る
要
素
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
の
完
全
無
欠
な
美
し
さ
を
二
つ
の
例
で
紹
介
す
る
。

例
13
：「
菊
愛
好
家
」

（
中
国
語
）　 ［
…
］
他
家
屋
裡
屋
外
全
是
菊
。
什
麼
〝
帥
旗
〟〝
墨
十
八
〟〝
綠

刺
〟〝
綠
水
長
流
〟〝
楓
葉
蘆
花
〟〝
鳳
凰
轉
翅
〟〝
貴
妃
出
浴
〟

等
等
、
簡
直
就
是
一
個
小
型
菊
展
。
數
百
品
種
中
、
老
菊
頭
最

寶
貴
的
自
然
是
〝
綠
荷
〟。［
…
］

（
日
本
語
）　 ［
…
］
彼
の
家
の
内
外
に
は
菊
の
花
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。「
将
軍
の

旗
」「
十
八
枚
の
墨
色
の
花
び
ら
」「
緑
の
茨
」「
永
遠
に
流
れ
る

緑
の
水
」「
も
み
じ
と
ア
ロ
エ
」「
羽
ば
た
く
鳳
凰
」「
お
風
呂
か

ら
上
が
っ
た
姫
」
な
ど
、
簡
単
に
言
う
と
、
ミ
ニ
菊
花
展
で
あ

る
。
数
百
種
あ
る
古
菊
の
中
で
最
も
価
値
が
あ
る
の
は
、
当
然

な
が
ら
「
緑
の
菊
」
で
あ
る
。［
…
］（
強
調
筆
者
）

こ
の
抜
粋
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
凌
鼎
年
は
菊
の
品
種
の
名
を
7
種
類
も
挙
げ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
的
な
花
の
名
前
は
文
章
に
芸
術
的
な
タ
ッ
チ
を
加
え
る
だ

け
で
な
く
、
物
語
を
更
に
現
実
的
な
も
の
に
す
る
。
ま
た
、
著
者
が
書
き
始
め
る

前
に
テ
ー
マ
に
つ
い
て
十
二
分
に
リ
サ
ー
チ
を
し
た
こ
と
を
間
接
的
に
示
し
て
い

る
。

例
1★
：「
貨
幣
を
持
っ
た
貧
乏
人11

★

」

（
中
国
語
）　 ［
…
］
錢
百
萬
的
錢
幣
使
小
鎮
人
打
開
眼
界
、
其
中
有
空
首
布
、

有
齊
刀
、
有
秦
半
兩
、
有
漢
代
壓
勝
錢
、
有
永
安
五
銖
、
有
開

元
大
錢
、
有
北
宋
鐵
母
、
有
太
平
天
國
真
錢
、
更
多
的
是
清
代

的
錢
幣
。［
…
］

（
日
本
語
）　 ［
…
］
銭
百
万
の
貨
幣
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
小
さ
な
町
の
住
民
に

視
野
を
広
げ
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、

空
首
布
、
斉
刀
、
秦
半
両
銭
、
漢
代
の
厭
勝
銭
、
永
安
の
五
銖

銭
、
開
元
の
大
銭
、
北
宋
の
鉄
母
銭
、
太
平
天
国
の
背
聖
宝
銭

な
ど
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
多
く
は
清
代
の
銭

幣
な
の
で
あ
る
。 

［
…
］ （
強
調
筆
者
）

こ
の
例
で
も
、
凌
鼎
年
が
古
銭
を
見
事
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
る
こ
と
が
よ

く
分
か
る
。
上
記
の
詩
的
な
花
の
名
前
に
比
べ
、
こ
れ
ら
は
極
め
て
正
確
な
専
門

用
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
が
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ
上
げ
た
だ
け
で
な
く
、

物
語
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
好
奇
心
が
旺
盛
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
の
例
は
凌
鼎
年
の
著
作
に
非
常
に
多
く
見
ら
れ
、

こ
こ
で
す
べ
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
が
他
の
シ
ョ
ー
ト

シ
ョ
ー
ト
作
家
と
は
一
線
を
画
す
著
者
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

★
・
★　

洗
練
さ
れ
た
、
非
常
に
正
確
で
精
巧
な
単
語
の
使
用

こ
の
点
に
つ
い
て
は
数
点
の
著
作
を
全
文
、
し
か
も
中
国
語
で
紹
介
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
た
め
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
上

記
の
よ
う
な
様
々
な
例
か
ら
、
な
ぜ
凌
鼎
年
の
文
体
が
特
徴
的
で
洗
練
さ
れ
て
い

る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
正
確
で
精
巧
な
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
か
、
い
か
に
し
て
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天
衣
無
縫
な
文
章
を
書
く
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

結　
　
　

論

本
稿
で
は
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
と
い
う
独
特
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
焦
点
を
当

て
た
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
中
国
の
国
境
を
越
え
て
知
ら
れ
始
め
つ
つ
あ
る
と
は
い

え
、
他
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
比
較
す
れ
ば
研
究
が
ま
だ
少
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る

を
得
な
い
。

ま
ず
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
発
展
を
出
来
る
限
り
分
か
り
や
す
く
説
明
し
た

上
で
、
そ
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
よ
う
試
み
た
。
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
は
他

の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
多
く
の
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
は
こ
れ
ら
の
特
徴
が
す
べ
て
組
み
合
わ
さ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
理
論
的
な
説
明
だ
け
で
は
不
十
分
な
た
め
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
作

家
の
第
一
人
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
、
注
目
す
べ
き
凌
鼎
年
を
紹
介
し
た
。
他

の
作
家
の
作
品
も
非
常
に
質
が
高
い
の
で
は
あ
る
が
、
凌
鼎
年
の
作
風
が
独
特
な

の
は
、
多
く
の
歴
史
的
、
か
つ
文
化
的
要
素
を
短
文
に
組
み
合
わ
せ
、
あ
る
社
会

現
象
の
現
実
を
正
確
に
捉
え
、
民
衆
の
感
情
を
冷
静
沈
着
で
あ
り
な
が
ら
豊
か
で

刺
激
的
な
文
体
で
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
、
日
本
語
を
含
む
多
く
の
言
語
に

翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
の
非
常
に
活
動
的
な
作
家
に
つ
い
て
、
読
者
の
好
奇
心
を
喚

起
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
幸
い
で
あ
る
。

謝　
　
　

辞

二
〇
二
二
年
六
月
一
五
日
、
筆
者
は
学
習
院
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
フ
ォ
ー

ラ
ム
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
本
研
究
の
最
前
線
」
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
し
、

〈
中
国
人
作
家
の
凌
鼎
年
（
リ
ン
デ
ィ
ン
ニ
エ
ン
）〉
と
〈
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
〉
に

つ
い
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
課
題
に
つ
い
て
、
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
紹
介
し
た
内
容
を
ま
と
め
、
修
正
を
加
え
た
本
稿
を
皆
さ
ま
に
ご
紹
介
す

る
こ
と
が
で
き
、
光
栄
に
思
い
ま
す
。

何
よ
り
も
ま
ず
、
日
本
語
に
よ
る
発
表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
学
習
院

女
子
大
学
国
際
文
化
交
流
学
部
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
、
中
島
崇
文
教

授
に
深
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
文
学
部
東
ア
ジ
ア
研
究

学
科
日
本
学
専
攻
、
小
幡
谷
友
二
先
生
に
は
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
適
切
な
ご

助
言
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
最
後
に
、
多
数
の
資
料
を
提

供
頂
い
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
文
学
部
東
ア
ジ
ア
研
究
学
科
中
国
学
専
攻
、
謝
紅
華

先
生
に
も
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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（auteur

）, GO
RGES Florent 

（traduction
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O
m

ake books, Paris, 2020.
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T

-X
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T
-CLERM
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elphine, Pourquoi je 
suis rentré tard ce soir, L’A

siathèque, Paris, 2021.
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D
 François-K
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★ 

註　

釈

1	

「
微
型
小
説
」
と
い
う
言
葉
は
中
国
語
の
「
微
型
小
説
」（w

ēixíng xiǎoshuō

）
か
ら
直

訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

★	

日
本
語
で
は
「
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
」
以
外
も
、「
掌
編
小
説
」
等
、
様
々
な
名
称
が
あ
る

が
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。

★	

国
学
院
大
学
教
授
。
一
九
三
六
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
。
中
国
語

学
・
文
学
専
攻
。

★	

渡
邊
晴
夫
「
中
日
微
型
小
説
比
較
研
究
の
開
始
─
研
究
を
ふ
り
返
っ
て
」『
蓮
霧
』
第
九
号
、

日
本
世
界
華
文
微
型
小
説
研
究
会
、
二
〇
一
六
年
、
3
頁
。

★	

掌
編
小
説
は
字
数
が
明
確
に
定
義
さ
れ
て
お
ら
ず
、
２
０
０
字
か
ら
８
０
０
字
以
内
が
基

準
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

★	

フ
ラ
ン
ス
語
訳
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。H

O
SH

I Shinichi （auteur

）, GO
RGES Florent 

（traduction

）, Bokko-chan, O
m

ake books, Paris, 2020.

★	

渡
邊
晴
夫
他
訳 

『
凌
鼎
年
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
選
：
も
う
一
度
若
く
な
っ
て
』、
Ｄ
Ｔ
Ｐ
出

版
、
二
〇
一
七
年
。

★	

こ
の
専
門
誌
は
日
本
世
界
華
文
微
型
小
説
研
究
会
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く

は
下
記
を
参
照https://w
w

w
.w

eixingxiaoshuo.jp/

9	

本
稿
で
使
う
「
中
国
語
」
は
中
国
の
普
通
話
お
よ
び
台
湾
の
国
語
の
両
方
を
指
す
。

10	

実
際
に
は
、制
限
を
設
け
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
上
記
の
数
字
は
い
く
つ
か
の
シ
ョ
ー

ト
シ
ョ
ー
ト
の
コ
ン
テ
ス
ト
の
募
集
要
項
を
も
と
に
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

二
〇
一
八
年
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
「
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
大
賞
」
の
場
合
は
、《
４
０
０

字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
1
枚
か
ら
15
枚
ま
で
》、
つ
ま
り
４
０
０
字
と
６
０
０
０
字
の
間
と

さ
れ
、
平
均
３
２
０
０
字
に
相
当
す
る
。

11	

こ
の
数
字
に
つ
い
て
は
：Grâce H

onghua PO
IZA

T
-X

IE, 

《M
icronouvelles en 

langue chinoise

》, in Brèves, vol. 117 （2021

）, p. 4

参
照
。

1★	

渡
邊
、
前
掲
書
、
4
頁
。

1★	

フ
ラ
ン
ス
で
は
出
版
社
に
よ
っ
て
、
ス
ペ
ー
ス
を
含
め
て
１
０
０
０
字
あ
る
い
は
Ａ
4
一

枚
と
い
う
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
ほ
ぼ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

星
新
一
の
『
ボ
ッ
コ
ち
ゃ
ん
』
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
たFlorent GO

RGES

氏
は

「
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
は
最
大
10
分
で
読
め
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
詳
し

く
は
：https://w

w
w

.journaldujapon.com
/2020/03/02/bokko-chan-decouvrez-

le-m
aitre-de-la-m

icro-nouvelle-shinichi-hoshi/ （
参
照
二
〇
二
二
年
八
月
二
日
）。

1★	

一
部
の
作
品
は
凌
鼎
年
の
作
品
集
『
あ
の
竹
林
の
あ
の
木
』
の
中
国
語
版
か
ら
の
も
の
で

あ
る
。
詳
し
く
は
凌
鼎
年
『
那
片
竹
林
那
棵
樹
』、
世
界
圖
書
出
版
公
司
参
照
。

1★	

「
蓮
茶
」
の
仏
訳
に
つ
い
て
は
：François-K

arl GSCH
W

EN
D

, 

《Le thé parfum
é au 

lotus

》, Im
pressions d’E

xtrêm
e-O

rient 

［En ligne

］, n

°14, 2022, 

（http://
journals.openedition.org/ideo/2595

）。
他
の
作
品
の
仏
訳
に
つ
い
て
は
：François-

K
arl GSCH

W
EN

D
, Brèves, vol. 117, 2021, pp. 56-126

。

1★	

出
版
さ
れ
た
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
中
で
、『
蓮
茶
』
と
『
天
下
一
の
切
り
株
』
は
い
ず
れ

も
２
０
０
０
字
を
超
え
る
例
外
的
な
字
数
の
作
品
で
あ
る
。

1★	

渡
邊
晴
夫
訳
「
了
悟
禅
師
」『
蓮
霧
』
第
九
号
、
日
本
世
界
華
文
微
型
小
説
研
究
会
、
二
〇

一
六
年
、
11
頁
。

1★	

松
野
敏
之
訳
「
忘
れ
難
き
四
角
い
り
ん
ご
」『
蓮
霧
』
第
九
号
、
日
本
世
界
華
文
微
型
小
説

研
究
会
、
二
〇
一
六
年
、
25
頁
。

19	

同
書
、
26
頁
。

★0	

渡
邊
奈
津
子
訳
「
誤
っ
た
墨
」『
蓮
霧
』
第
八
号
、
日
本
世
界
華
文
微
型
小
説
研
究
会
、
二

〇
一
五
年
、
23
頁
。

★1	

久
米
井
敦
子
訳
、「
い
ま
は
い
ま
、
あ
の
時
は
あ
の
時
」『
蓮
霧
』
第
九
号
、
14
頁
。

★★	

和
訳
を
入
手
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
訳
出
し
た
。
和
訳

に
つ
い
て
詳
し
く
は
、「
助
け
合
っ
て
生
き
る
」『
蓮
霧
』
第
十
号
、
日
本
世
界
華
文
微
型

小
説
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
参
照
。

★★	
和
訳
を
入
手
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
訳
出
し
た
。
和
訳

に
つ
い
て
詳
し
く
は
、「
し
ば
ら
く
の
間
、
息
子
を
独
立
さ
せ
よ
」、
渡
辺
他
訳
『
凌
鼎
年

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
選
：
も
う
一
度
若
く
な
っ
て
』、
二
〇
一
七
年
参
照
。

★★	

和
訳
を
入
手
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
訳
出
し
た
。
和
訳

に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
渡
邊
他
訳
『
凌
鼎
年
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
選
：
も
う
一
度
若
く
な
っ
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て
』「
菊
愛
好
家
」、
二
〇
一
七
年
参
照
。

★★	
凌
鼎
年
主
編
『
世
界
華
文
微
型
小
説
作
家
微
自
傳
』、
捷
克
華
文
作
家
出
版
社
、
二
〇
一
四

年
。

★★	

凌
鼎
年
は
「
背
負
《
海
外
關
係
》
十
字
架
」（
海
外
と
の
関
係
と
い
う
十
字
架
を
背
負
う
）

と
述
べ
て
い
る
。

★★	
François-K

arl GSCH
W

EN
D

, Brèves, vol. 117, 2021, pp. 56-126.

★★	

調
べ
た
限
り
で
は
和
訳
は
ま
だ
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
訳
出
し
た
。

★9	

『
荘
子
』
は
荘
子
（
紀
元
前
三
六
九
年
頃
─

紀
元
前
二
八
六
年
頃
）
が
著
書
と
さ
れ
る
道
家

の
文
献
で
あ
る
。
上
の
例
の
一
節
は
『
荘
子
』
の
外
篇
「
山
木
」
よ
り
引
用
し
た
。

★0	

調
べ
た
限
り
で
は
和
訳
は
ま
だ
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
訳
出
し
た
。

★1	

調
べ
た
限
り
で
は
和
訳
は
ま
だ
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
訳
出
し
た
。

★★	

調
べ
た
限
り
で
は
和
訳
は
ま
だ
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
訳
出
し
た
。
和
訳

に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
渡
邊
他
訳
「
あ
の
竹
林
の
あ
の
木
」 『
凌
鼎
年
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト

選 

： 

も
う
一
度
若
く
な
っ
て
』、
二
〇
一
七
年
。

★★	

調
べ
た
限
り
で
は
和
訳
は
ま
だ
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
訳
出
し
た
。
和
訳

に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
前
掲
書
、
渡
邊
他
訳
「
菊
愛
好
家
」。

★★	

調
べ
た
限
り
で
は
和
訳
は
ま
だ
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
訳
出
し
た
。


