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河
童
の
出
産
と
リ
ラ
ダ
ン

─
芥
川
龍
之
介
「
河
童
」
の
一
挿
話
に
関
す
る
覚
書若

松

伸
哉

W
AKAM

ATSU
,Shinya

一

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
七
月
二
十
四
日
、
東
京
田
端
の
自
宅
に
お
い
て
芥
川
龍

之
介
は
自
ら
命
を
絶
っ
た
。
そ
の
数
ヶ
月
前
と
な
る
同
年
三
月
、
雑
誌
『
改
造
』
に

小
説
「
河
童
」
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
長
野
県
の
上
高
地
を
舞
台
と
し
て
、
河
童
の

世
界
に
迷
い
込
ん
だ
語
り
手
「
僕
」
が
、
そ
の
異
界
で
の
体
験
を
語
る
と
い
う
、
芥

川
作
品
の
な
か
で
も
特
に
著
名
な
小
説
の
一
つ
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
戯
画
あ
る
い

は
人
間
社
会
の
風
刺
と
し
て
、
芥
川
最
晩
年
の
心
境
を
こ
の
作
品
の
な
か
に
読
み
取

る
読
解
が
こ
れ
ま
で
も
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
一
方
で
、
異
界
を
探
検
す
る
ジ
ョ
ナ

サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
（Jonathan

Sw
ift

1667-1745

）
の
風
刺
小
説
「
ガ
リ
バ
ー
旅

行
記
」（
初
版
は
一
七
二
六
年
、
完
全
版
は
一
七
三
五
年
）
や
、
理
想
の
国
を
描
く
サ

ミ
ュ
エ
ル
・
バ
ト
ラ
ー
（Sam

uelButler1835-1902

）「
エ
レ
ホ
ン
」（
一
八
七
二
年
）

な
ど
、
下
敷
き
と
な
る
文
学
作
品
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

も
い
た
。
（
１
）

そ
の
「
河
童
」
第
四
章
の
な
か
に
、
河
童
の
出
産
に
関
す
る
印
象
深
い
挿
話
が
語

り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

そ
の
代
り
に
我
々
人
間
か
ら
見
れ
ば
、
実
際
又
河
童
の
お
産
位
、
可
笑
し
い

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
僕
は
暫
く
た
つ
て
か
ら
、
バ
ツ
グ
の
細
君
の
お
産

を
す
る
所
を
バ
ツ
グ
の
小
屋
へ
見
物
に
行
き
ま
し
た
。
河
童
も
お
産
を
す
る
時

に
は
我
々
人
間
と
同
じ
こ
と
で
す
。
や
は
り
医
者
や
産
婆
な
ど
の
助
け
を
借
り

て
お
産
を
す
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
お
産
を
す
る
と
な
る
と
、
父
親
は
電
話
で

も
か
け
る
や
う
に
母
親
の
生
殖
器
に
口
を
つ
け
、「
お
前
は
こ
の
世
界
へ
生
れ
て

来
る
か
ど
う
か
、
よ
く
考
へ
た
上
で
返
事
を
し
ろ
。
」
と
大
き
な
声
で
尋
ね
る
の

で
す
。
バ
ツ
グ
も
や
は
り
膝
を
つ
き
な
が
ら
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
か
う
言
ひ

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
テ
エ
ブ
ル
の
上
に
あ
つ
た
消
毒
用
の
水
薬
で
嗽
ひ
を
し
ま

し
た
。
す
る
と
細
君
の
腹
の
中
の
子
は
多
少
気
兼
で
も
し
て
ゐ
る
と
見
え
、
か

う
小
声
に
返
事
を
し
ま
し
た
。

「
僕
は
生
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
一
僕
の
お
父
さ
ん
の
遺
伝
は
精
神
病

だ
け
で
も
大
へ
ん
で
す
。
そ
の
上
僕
は
河
童
的
存
在
を
悪
い
と
信
じ
て
ゐ
ま
す

か
ら
。」
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バ
ツ
グ
は
こ
の
返
事
を
聞
い
た
時
、
て
れ
た
や
う
に
頭
を
掻
い
て
ゐ
ま
し
た
。

が
、
そ
こ
に
ゐ
合
せ
た
産
婆
は
忽
ち
細
君
の
生
殖
器
へ
太
い
硝
子
の
管
を
突
き

こ
み
、
何
か
液
体
を
注
射
し
ま
し
た
。
す
る
と
細
君
は
ほ
つ
と
し
た
や
う
に
太

い
息
を
洩
ら
し
ま
し
た
。
同
時
に
又
今
ま
で
大
き
か
つ
た
腹
は
水
素
瓦
斯
を
抜

い
た
風
船
の
や
う
に
へ
た
へ
た
と
縮
ん
で
し
ま
ひ
ま
し
た
。
（
２
）

母
親
の
胎
内
に
い
る
河
童
の
子
ど
も
が
自
ら
の
意
志
で
誕
生
を
拒
否
す
る
こ
の
場

面
に
つ
い
て
、
吉
田
精
一
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
の
描
い
た
「
河
童
」
の
世
界
は
、
む
し
ろ
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
や
、
特
に
バ
ト
ラ
ー

の
『
エ
レ
ホ
ン
』
に
近
い
。
た
と
え
ば
発
端
の
、
山
中
に
わ
け
入
っ
て
、
い
つ

か
異
域
に
踏
み
こ
む
だ
ん
ど
り
も
似
て
い
れ
ば
、
赤
ん
坊
の
出
生
告
知
状

―

『
エ
レ
ホ
ン
』
で
は
赤
ん
坊
は
元
来
「
未
生
国
」
の
一
員
で
、
そ
こ
で
あ
ら
ゆ

る
り
っ
ぱ
な
給
養
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
発
的
に
こ
の

世
に
出
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
責
任
は
自
分
の
双
肩
に
負
う
と
い

う
文
書
に
署
名
す
る

―
の
く
だ
り
な
ど
は
、
「
河
童
」
で
は
、
赤
ん
坊
が
自
発

的
に
出
産
を
拒
否
す
る
と
い
う
、
巧
み
な
「
芥
川
化
」
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
（
３
）

吉
田
の
こ
の
指
摘
は
現
在
最
新
の
全
集
や
注
釈
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
定
説

（
４
）

と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
「
エ
レ
ホ
ン
」
の
該
当
箇
所
で
は
、
た
し
か
に

エ
レ
ホ
ン
人
の
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
子
ど

も
た
ち
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
の
は
彼
ら
自
身
の
自
発
的
な
自
由
意
志
で
あ
り
、

自
由
行
動
で
あ
る
と
い
う
エ
レ
ホ
ン
人
の
考
え
方
が
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
生

ま
れ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
に
、
彼
ら
に
つ
い
て
の
責
任
が
両
親
に
な
い
こ
と
を
承
認

す
る
「
出
生
告
白
状
」
に
署
名
さ
せ
る
エ
レ
ホ
ン
人
の
習
慣
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
描
か
れ
る
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
自
身
の
出
生
に
関
す
る
自
由
意
志
が
、
芥
川

「
河
童
」
の
出
産
場
面
に
お
け
る
胎
児
自
身
に
よ
る
出
生
拒
否
と
似
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
く
、
そ
こ
に
影
響
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
一
方
で
、「
河
童
」
で
は
胎
児
自
身
が
出
生
を
拒
否
す
る
の
に
対
し
て
、「
エ

レ
ホ
ン
」
で
は
新
生
児
が
自
分
の
意
志
で
出
生
を
選
択
し
て
き
た
と
そ
の
社
会
が
一

、
、
、
、
、
、

方
的
に
見
な
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
（
新
生
児
が
自
身
の
責
任
を
認
め
署
名
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
出
生
告
白
状
」
に
つ
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
新
生
児
自
身
に
承
認
や
署
名
の
能
力
は

な
い
た
め
、
代
理
が
署
名
す
る
）
、
そ
こ
に
は
や
や
懸
隔
も
感
じ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
「
河
童
」
と
「
エ
レ
ホ
ン
」
の
類
似
と
懸
隔
を
確
認
し
た
う
え
で
本
稿

で
紹
介
す
る
の
は
、
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
（V

illiers
de

l'Isle-A
dam

1838-188

9

）
の
即
興
劇
で
あ
る
。
リ
ラ
ダ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
で
、
そ
の
作
品
は
反
現
実

主
義
的
な
幻
想
性
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
次
節
で
彼
の
即
興
劇
と
芥
川
の
「
河
童
」

を
比
較
し
て
み
た
い
。

二

リ
ラ
ダ
ン
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
明
治
期
か
ら
そ
の
翻
訳
や
言
及
は
わ
ず
か
に

見
ら
れ
る
も
の
の
、
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
る
の
は
大
正
期
の
鈴
木
信
太
郎
訳
『
近
代

フ
ラ
ン
ス
小
説
集
』（
一
九
二
三
・
七
、
春
陽
堂
）
が
は
じ
め
で
あ
る
。
（
５
）

鈴
木
は
「
緒
言
」
に
お
い
て
、
同
書
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

○

私
が
こ
ゝ
に
訳
出
し
た
短
篇
小
説
は
、
大
部
分
はConte

fantastique

と

コ
ン
ト
・

フ
ア
ン
タ
ス
テ
イ
イ
ク

称
せ
ら
れ
る
べ
き
種
類
形
式
に
属
す
る
小
説
で
あ
る
。

ジ

ヤ

ン

ル
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○

Conte
fantastique

を
適
確
に
言
ひ
表
す
日
本
語
を
私
は
知
ら
な
い
。
想
像

物
語
と
訳
し
て
も
、
架
空
譚
と
い
つ
て
も
、
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
内
容
と
は

殆
ど
全
く
別
の
も
の
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
。
ま
し
て
こ
の
言
葉
の
感
な
ど
は
、
全

然
無
く
な
つ
て
仕
舞
ふ
。

○

其
上
、Conte

fantastique

と
い
ふ
仏
蘭
西
語
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。

一
は
一
般
的
の
広
い
意
味
で
、
妖
精
物
語
（
英
、Fairy

Tale

）
や
、
幽

霊

コ
ン
ト
・
ド
・
フ
エ

コ
ン
ト
・
ド

物

語
や
、
百
物
語
や
、
其
他
何
で
も
千
一
夜
式
の
人
間
の
空
想
幻
覚
か
ら
生
れ

・
ル
ヴ
ナ
ン

た
、
あ
ら
れ
も
な
い
お
話
を
意
味
し
、
他
は
極
限
さ
れ
た
意
味
で
、
特
に
浪
曼

派
以
後
に
興
つ
た
文
学
上
の
一
様
式
、
超
自
然
、
不
可
解
の
事
物
を
対
象
と
し

ジ
ヤ
ン
ル

て
取
扱
つ
た
作
品
を
指
す
の
で
あ
る
。

私
の
こ
ゝ
に
用
ひ
る
意
味
は
後
者
に
属
す
る
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
近
代
フ
ラ
ン
ス
小
説
集
』
は
、「Conte

fanta-

stique

」
と
い
う
、
幻
想
的
で
「
超
自
然
、
不
可
解
の
事
物
を
対
象
」
と
し
た
フ
ラ
ン

ス
の
小
説
を
選
び
翻
訳
し
て
い
る
。
同
書
で
は
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
や
ア
ン
リ

・
ド
・
レ
ニ
エ
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
な
ど
も
含
め
た
フ
ラ
ン
ス
人
小
説
家
数
人
の
短
篇

小
説
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
に
つ
い
て
は
四
篇
の
小

説
が
こ
こ
で
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
同
書
の
な
か
で
最
も
収
録
作
品
の
多
い
作
家
と
な

っ
て
い
る
。
翻
訳
さ
れ
た
リ
ラ
ダ
ン
の
作
品
タ
イ
ト
ル
は
「
ヴ
ェ
エ
ラ
」
「
ビ
ヤ
ン
フ

ィ
ラ
ア
ト
ル
の
姉
妹
」
「
双
な
き
恋
」
「
ヴ
ィ
ル
ジ
ニ
と
ポ
オ
ル
」
と
な
っ
て
い
る
の

だ
が
、
今
回
「
河
童
」
と
の
比
較
で
注
目
す
る
の
は
、
こ
こ
で
鈴
木
信
太
郎
に
よ
っ

て
訳
出
さ
れ
た
リ
ラ
ダ
ン
の
諸
篇
で
は
な
く
、
同
書
の
「
跋
」
で
辰
野
隆
が
記
す
リ

ラ
ダ
ン
の
即
興
劇
と
伝
え
ら
れ
る
短
い
話
で
あ
る
。

同
書
の
末
尾
に
あ
る
辰
野
隆
の
「
跋
」
は
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

本
を
出
す
事
に
な
つ
た
。
友
達
の
よ
し
み
で
、
序
で
も
跋
で
も
書
か
し
て
や

る
。
何
か
書
け
、
と
信
太
君
が
云
ふ
。
ど
う
せ
序
や
跋
は
書
物
の
内
容
に
何
等

の
ア
ン
ポ
ル
タ
ン
ス
を
加
へ
る
も
の
で
は
な
い
。
何
を
書
い
て
も
い
ゝ
の
だ
ら

う
と
勝
手
に
極
め
て
心
や
す
く
引
受
け
て
了
つ
た
。

辰
野
隆
は
鈴
木
信
太
郎
と
の
関
係
を
語
り
、
跋
文
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を

こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
跋
」
の
後
半
部
分
に
お
い
て
リ
ラ
ダ
ン
の
即

興
劇
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
信
太
君
は
己
の
雑
文
集
の
跋
と
し
て
、
己
の
好
き

な
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
エ
ヌ
に
関
す
る
一
挿
話
を
書
い
た
。
そ
こ
で
己
も
御
礼
と
し

て
同
じ
く
信
太
君
の
愛
す
る
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
イ
ル
ア
ダ
ン
に
関
す
る
一
挿

話
を
茲
に
記
す
事
と
し
よ
う
。

そ
れ
は
ド
・
リ
イ
ル
ア
ダ
ン
が
嘗
て
彼
の
友
人
達
の
面
前
で
発
表
し
た
と
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
る
、
甚
だ
短
い
、
鋭
い
、
即
興
劇
で
あ
る
。

舞
台
は
或
る
産
科
病
院
の
一
室
。

人
物
は
妊
婦
一
人
。
産
科
医
一
人
。
看
護
婦
一
人
。
或
は
二
人
で
も
三
人
で

も
差
支
な
い
。

妊
婦
は
寝
台
に
横
は
つ
て
ゐ
る
。
既
に
出
産
が
迫
つ
て
ゐ
る
の
で
、
彼
女
は

ベ
ツ
ド

額
に
八
の
字
を
寄
せ
て
し
き
り
に
悶
へ
て
ゐ
る
。
寝
台
の
近
く
に
は
大
小
の
洗

ベ
ツ
ド

滌
盥
に
湯
気
を
立
て
ゝ
ゐ
る
湯
や
、
消
毒
液
や
、
新
し
い
タ
ヲ
ル
、
脱
脂
綿
、

ガ
ー
ゼ
な
ど
が
、
直
ぐ
に
も
間
に
合
ふ
や
う
に
配
置
さ
れ
て
、
危
機
を
告
げ
て

ゐ
る
。
部
屋
に
は
何
と
な
く
生
あ
た
た
か
い
、
原
始
的
な
生
成
の
気
が
漂
つ
て

ゐ
る
。
産
科
医
、
看
護
婦
達
の
眉
に
は
明
ら
か
に
緊
張
と
不
安
の
色
が
読
ま
れ
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る
。暫

く
す
る
と
、
不
意
に
、
男
性
と
も
女
性
と
も
未
だ
見
当
の
つ
か
ぬ
赤
ん
坊

が
妊
婦
の
肚
か
ら
、
ひ
よ
つ
こ
り
頭
だ
け
出
す
。
そ
し
て
目
の
玉
を
二
三
度
パ

チ
ク
リ
さ
せ
る
。
産
科
医
や
看
護
婦
な
ど
は
驚
い
て
手
も
出
せ
ず
、
唖
然
と
し

て
此
の
光
景
を
見
詰
め
る
。
が
、
赤
ん
坊
は
そ
ん
な
事
に
は
頓
著
な
く
、
冷
や

か
に
あ
た
り
を
眺
め
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
、

『
フ
ン
。
是
れ
が
人
生
か
』
と
吐
き
出
す
や
う
に
呟
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
限
り
、

再
た
妊
婦
の
胎
内
に
逆
戻
り
し
て
了
う
。

こ
れ
で
幕
で
あ
る
。
己
は
此
の
話
を
信
太
君
の
為
に
書
い
て
、
且
そ
れ
に
己

の
結
論
を
つ
け
て
見
れ
ば
次
の
如
し
。

信
太
君
の
赤
ん
坊
で
あ
る
書
物
も
世
の
中
に
一
寸
顔
を
出
し
て
見
て
、『
フ
ン
、

之
れ
が
人
生
か
』
な
ど
ゝ
悟
つ
て
再
び
書
斎
に
逆
戻
り
し
な
い
や
う
に
。
第
二
、

第
三
の
赤
ん
坊
を
ぞ
く
ぞ
く
生
ん
で
、
そ
れ
が
信
太
君
並
び
に
親
し
い
友
達
を

大
い
に
嬉
し
が
ら
せ
て
呉
れ
る
や
う
に
。

辰
野
に
よ
る
跋
文
は
こ
う
し
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
辰
野
が
こ
こ
に
記
し
て
い
る

リ
ラ
ダ
ン
の
即
興
劇
が
、
先
引
し
た
芥
川
「
河
童
」
の
出
産
の
場
面
に
よ
く
似
て
い

（
６
）

る
こ
と
は
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
。

こ
こ
で
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
小
説
集
』
を
出
し
た
鈴
木
信
太
郎
と
、
そ
の
跋
文
を
書

い
た
辰
野
隆
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
鈴
木
信
太
郎
（1895-1970

）
は
、

東
京
生
ま
れ
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
で
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
東
京
帝
国
大
学

仏
文
科
を
卒
業
す
る
と
、
翌
年
東
京
帝
国
大
学
仏
文
科
副
手
、
さ
ら
に
翌
一
九
二
一

年
に
は
講
師
と
な
り
、
後
に
は
教
授
と
な
っ
て
い
る
。
主
に
フ
ラ
ン
ス
近
代
詩
を
専

門
と
し
、
年
長
の
辰
野
隆
、
山
田
珠
樹
ら
と
と
も
に
東
大
仏
文
科
を
発
展
さ
せ
た
人

物
で
あ
る
。

辰
野
隆
（1888-1964

）
も
、
東
京
生
ま
れ
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
で
、
父
は
建
築
家

の
辰
野
金
吾
。
一
九
一
六
年
、
東
京
帝
国
大
学
仏
文
科
を
卒
業
し
た
後
、
一
九
二
一

年
に
東
大
仏
文
科
の
助
教
授
と
な
り
、
一
九
二
三
年
に
教
授
と
な
っ
て
い
る
。
鈴
木

信
太
郎
と
は
学
生
時
代
よ
り
親
交
が
あ
り
、
彼
ら
の
指
導
の
も
と
東
大
仏
文
科
か
ら

は
、
渡
辺
一
夫
、
三
好
達
治
、
小
林
秀
雄
、
今
日
出
海
、
中
島
健
蔵
、
井
上
究
一
郎
、

中
村
光
夫
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
や
評
論
家
を
輩
出
し
て
い
る
。

さ
て
、
学
生
時
代
の
芥
川
の
書
簡
や
彼
の
後
期
作
品
の
な
か
に
、
実
は
リ
ラ
ダ
ン

に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
、
ま
た
蔵
書
も
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
海
外
文
学
に

（
７
）

対
す
る
芥
川
の
嗜
好
や
、
伝
え
ら
れ
る
膨
大
な
読
書
量
を
考
え
れ
ば
、
東
大
仏
文
科

で
教
官
を
務
め
る
鈴
木
信
太
郎
の
著
で
あ
る
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
小
説
集
』
に
目
を
通

し
て
い
る
可
能
性
は
決
し
て
低
く
な
い
。
し
か
も
出
版
元
は
芥
川
も
関
係
が
浅
か
ら

ぬ
春
陽
堂
で
あ
り
、「
河
童
」
の
出
産
シ
ー
ン
と
似
た
リ
ラ
ダ
ン
の
即
興
劇
が
記
さ
れ

た
同
書
の
跋
文
を
書
い
た
辰
野
隆
は
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
科
に
お
け
る
芥
川
の
同

級
生
で
も
あ
る
。
完
全
な
断
定
を
く
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
の

（
８
）

条
件
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
同
書
跋
文
の
リ
ラ
ダ
ン
即
興
劇
が
「
河
童
」
の
出
産
場

面
に
お
け
る
一
つ
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
。

お
わ
り
に

以
上
、
非
常
に
小
さ
な
芥
川
作
品
の
典
拠
の
可
能
性
を
述
べ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い

が
、
最
後
に
少
し
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み
た
い

芥
川
の
像
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
と
き
リ
ラ
ダ
ン
の
名
前
は
日
本
に
お
い
て
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
辰
野
隆
と
鈴
木
信
太
郎
の
東
大
仏
文
科
に
お
け
る
教
え

子
に
あ
た
る
今
日
出
海
が
、
昭
和
の
は
じ
め
に
書
い
た
「
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
イ
ル

ア
ダ
ン
」
（
『
文
学
』
一
九
三
〇
・
三
）
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
冒
頭
に
お
い
て
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彼
は
「
十
九
世
紀
仏
蘭
西
文
学
で
、
時
々
忘
れ
ら
れ
る
か
、
ほ
ん
の
数
行
史
家
に
拾

は
れ
る
か
、
兎
に
角
潮
流
か
ら
不
遇
の
取
扱
ひ
を
受
け
て
ゐ
る
最
も
愛
す
べ
き
作
家

リ
イ
ル
ア
ダ
ン
に
就
い
て
、
僕
は
余
り
に
多
く
の
こ
と
を
言
ひ
た
い
」
と
、
そ
の
不

遇
な
扱
わ
れ
方
か
ら
話
を
切
り
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
文
中
に
は
「
リ
イ
ル
ア
ダ

ン
の
小
説
殊
に
短
篇
小
説
が
数
編
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
大
し
て
反
響
を
生

ま
な
か
つ
た
」
と
あ
り
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
リ
ラ
ダ
ン
の
日
本
で
の
知
名
度
の
低

さ
を
想
像
さ
せ
る
。
（
９
）

昭
和
の
は
じ
め
に
お
い
て
も
著
名
と
は
言
い
難
い
リ
ラ
ダ
ン
に
つ
い
て
、
大
正
時

代
の
早
い
段
階
、
し
か
も
学
生
時
代
に
す
で
に
言
及
し
て
い
る
芥
川
の
知
識
に
も
驚

か
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
小
説
集
』
の
よ
う
な

日
本
で
同
時
代
に
出
版
さ
れ
た
本
の
跋
文
に
ま
で
芥
川
作
品
の
典
拠
の
可
能
性
が
指

摘
で
き
る
の
も
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、

当
時
の
知
・
書
物
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
集
積
路
と
し
て
の
芥
川
の
像
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
痕
跡
を
隠
し
持
つ
倉

庫
と
し
て

ア
ー
カ
イ
ブ

の
芥
川
作
品
の
姿
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
、
豊
か
な
才
能
と
劇
的
な
死
を
持
つ
芥
川

（
１
０
）

龍
之
介
の
天
才
性
や
個
性
の
な
か
に
収
斂
し
て
し
ま
う
芥
川
作
品
で
あ
る
が
、
当
時

の
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て

の
一
面
を
こ
こ
で
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

注（
１
）
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』（
二
〇
〇
三
・
十
二
、
翰
林
書
房
）
は
、

「
河
童
」
の
項
目
に
お
い
て
（
項
目
執
筆
は
愛
川
弘
文
）
、
「
芥
川
自
身
は
「
ガ

リ
バ
ー
旅
行
記
」
（
ス
ィ
フ
ト
）
、
「
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
狐
」
（
ゲ
ー
テ
）
の
影
響
を
ほ

の
め
か
し
て
い
る
。
吉
田
精
一
は
「
エ
レ
ホ
ン
」（
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
バ
ト
ラ
ア
）

に
最
も
似
て
い
る
と
す
る
。
中
村
真
一
郎
は
「
ペ
ン
ギ
ン
の
島
」（
ア
ナ
ト
ー
ル

・
フ
ラ
ン
ス
）
と
の
類
縁
を
指
摘
。
ま
た
、「
カ
ン
デ
ィ
ド
」（
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
）
、

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
便
り
」（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
）
の
影
響
も
言
わ
れ
て
い
る
」

と
、
「
河
童
」
と
影
響
関
係
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
作
品
を
ま
と
め
て
い
る
。

（
２
）「
河
童
」
本
文
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
四
巻
（
一
九
九
六
・
十
二
、

岩
波
書
店
）
よ
り
。

（
３
）
日
本
近
代
文
学
大
系

『
芥
川
龍
之
介
集
』
（
一
九
七
〇
・
二
、
角
川
書
店
）

38

の
「
芥
川
龍
之
介
集
解
説
」
。
引
用
は
吉
田
精
一
著
作
集
第
二
巻
『
芥
川
龍
之
介

Ⅱ
』
（
一
九
八
一
・
十
一
、
桜
楓
社
）
よ
り
。
ち
な
み
に
吉
田
が
「
河
童
」
全
体

の
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
、
「
エ
レ
ホ
ン
」
の
影
響
を
指
摘
し
た
の
は
、
吉
田
精

一
『
芥
川
龍
之
介
』
（
一
九
四
二
・
十
二
、
三
省
堂
）
が
最
初
と
な
る
。

（
４
）
た
と
え
ば
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
四
巻
（
注
２
参
照
）
の
「
注
解
」
で

は
河
童
の
出
産
の
章
に
つ
い
て
、
「
こ
の
章
は
『
エ
レ
ホ
ン
』
の
、
エ
レ
ホ
ン
人

が
未
成
の
国
か
ら
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
意
志
に

よ
る
と
い
う
部
分
（
第
一
八
、
一
九
章
）
と
似
通
っ
て
い
る
」
（
三
一
八
頁
）
と

説
明
し
、
成
蹊
大
学
大
学
院
近
代
文
学
研
究
会
『
現
代
の
バ
イ
ブ
ル

―
芥
川

龍
之
介
『
河
童
』
注
解
』
（
二
〇
〇
七
・
六
、
勉
誠
出
版
）
の
当
該
箇
所
の
注
釈

も
ま
た
（
執
筆
者
は
黒
岩
浩
美
）
、
吉
田
精
一
の
指
摘
や
「
エ
レ
ホ
ン
」
第
十
九

章
の
記
述
を
紹
介
し
な
が
ら
、「
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
バ
ト
ラ
ー
の
厭
世
的
な

思
想
は
、
母
親
の
胎
内
か
ら
答
え
る
河
童
の
子
供
の
言
葉
に
重
ね
ら
れ
る
」
（
七
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七
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
な
お
、
『
現
代
の
バ
イ
ブ
ル
』
の
同
注
釈
で
は
、
「
ガ

リ
バ
ー
旅
行
記
」
の
第
一
篇
「
リ
リ
パ
ッ
ト
国
渡
航
記
」
に
お
け
る
出
生
に
対

す
る
否
定
的
見
解
が
、
芥
川
「
河
童
」
の
出
産
の
場
面
に
影
響
を
与
え
た
可
能

性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
５
）
日
本
に
お
け
る
リ
ラ
ダ
ン
に
関
す
る
書
誌
目
録
と
し
て
は
、
小
野
夕
馥
『
ヴ

ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
移
入
翻
訳
文
献
書
誌
』（
二
〇
〇
七
・
十
二
、
森
開
社
）

が
あ
る
（
未
見
）
。

（
６
）
辰
野
が
こ
の
リ
ラ
ダ
ン
の
即
興
劇
を
ど
の
よ
う
な
書
物
に
よ
っ
て
知
っ
た
の

か
現
時
点
で
は
特
定
で
き
て
い
な
い
。

（
７
）
藤
岡
蔵
六
宛
書
簡
（
一
九
一
三
年
九
月
五
日
付
）
に
、
「
夏
休
の
始
に
ヴ
イ
リ

エ

リ
イ
ル

ア
ダ
ン
の
「
反
逆
」
を
よ
ん
だ
「
『
人
形
の
家
』
に
先
つ
た
『
人

形
の
家
』」
と
云
は
れ
る
程
こ
の
戯
曲
は
人
形
の
家
と
同
じ
様
な
題
材
を
取
扱
つ

て
ゐ
る
の
が
面
白
い
一
八
七
〇
年
に
出
た
の
だ
か
ら
「
人
形
の
家
」
よ
り
余
程

先
に
（
人
形
の
家
は
一
八
七
九
年
）
性
の
関
係
の
問
題
を
捉
へ
て
ゐ
る
事
に
な

る
」
と
あ
る
。
そ
し
て
芥
川
の
蔵
書
の
な
か
に
は
、
こ
の
リ
ラ
ダ
ン
「
反
逆
」

の
英
訳
本
で
あ
る
『The

revolt
and

the
escape

』
（
一
九
一
〇
年
）
が
確
認
で

き
る
。
芥
川
後
期
の
作
品
で
あ
る
「
明
日
の
道
徳
」
（
『
教
育
研
究
』
一
九
二
四

・
十
）
や
、「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」（
『
改
造
』
一
九
二
七
・
四
～
六
、

八
）
二
十
二
章
に
も
リ
ラ
ダ
ン
に
つ
い
て
の
簡
単
な
言
及
が
見
ら
れ
る
。

（
８
）
な
お
、
芥
川
龍
之
介
の
小
説
「
桃
太
郎
」（
初
出
は
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
一
九

二
三
・
七
）
の
初
刊
本
は
、
辰
野
隆
ほ
か
山
本
有
三
、
豊
島
与
志
雄
、
山
田
珠

樹
が
編
纂
し
た
『
白
葡
萄
』（
一
九
二
五
・
十
二
、
春
陽
堂
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
９
）
一
九
三
五
年
八
月
に
雑
誌
『
作
品
』
に
発
表
さ
れ
た
石
川
淳
の
「
貧
窮
問
答
」

で
は
、
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
が
リ
ラ
ダ
ン
の
「
残
酷
物
語
」（Contes

cruels

）

の
翻
訳
を
手
が
け
て
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
（
作
中
で
は
「
残
酷
物

語
」
で
は
な
く
「
非
情
物
語
」
）
。
な
お
、
石
川
淳
は
斎
藤
磯
雄
訳
『
ヴ
ィ
リ
エ

・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
全
集
』
五
巻
（
一
九
七
七
・
七
、
東
京
創
元
社
）
の
月
報
に

「
コ
ン
ト
・
ク
リ
ュ
エ
ル
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
「
わ
た
し
が
は
じ
め
て
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
伯
爵
の
名
を
聞
き

か
じ
つ
て
コ
ン
ト
・
ク
リ
ュ
エ
ル
と
い
ふ
本
を
の
ぞ
い
て
見
た
の
は
、
た
し
か

わ
が
国
内
で
は
女
役
者
松
井
須
磨
子
自
害
、
国
外
で
は
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
い
く
さ

の
跡
始
末
に
つ
き
パ
リ
に
講
和
会
議
が
ひ
ら
か
れ
た
こ
ろ
の
こ
と
と
お
ぼ
え
て

ゐ
る
。
当
時
、
青
二
才
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
も
つ
て
し
て
は
、
こ
の
め
ん
だ
う
な

本
は
な
か
な
か
こ
な
し
き
れ
な
か
つ
た
」
と
あ
り
、
若
き
石
川
が
は
じ
め
て
リ

ラ
ダ
ン
に
触
れ
た
の
が
松
井
須
磨
子
の
自
殺
と
パ
リ
講
和
会
議
が
あ
っ
た
一
九

一
九
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
石
川
淳
は
こ
の
と
き
東
京
外
国
語
学
校
（
現

・
東
京
外
国
語
大
学
）
仏
語
部
に
在
籍
し
て
い
た
。

（

）
例
え
ば
近
年
で
は
、
同
時
代
の
知
・
書
物
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
か
ら
芥

10
川
龍
之
介
と
そ
の
作
品
群
を
再
考
し
て
い
る
、
藤
井
貴
志
『
芥
川
龍
之
介
―
〈
不

安
〉
の
諸
相
と
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』（
二
〇
一
〇
・
二
、
笠
間
書
院
）
な
ど
の

刺
激
的
な
研
究
が
あ
る
。


