
偶
然
の
機
会
か
ら
掌
の
小
説
集
三
草
一
花
』
を

手
に
入
れ
て
か
ら
、
四
、
五
年
も
経
っ
た
だ
ろ
う
か
。

表
紙
は
Ｂ
６
判
の
薄
表
紙
で
、
最
上
部
に
「
川
端
康

成
小
説
集
」
、
そ
の
下
に
「
一
草
一
花
」
と
題
名
が
、

最
下
部
に
「
青
龍
社
」
と
社
名
が
、
す
べ
て
横
書
き

で
記
さ
れ
て
い
る
。
装
画
は
全
体
に
花
々
が
描
か
れ
、

下
の
方
に
厚
い
大
型
本
が
三
、
四
冊
横
に
置
か
れ
、

そ
の
上
に
男
女
の
眼
が
大
き
く
見
開
か
れ
た
顔
だ
け

が
乗
っ
て
い
る
西
欧
風
な
穂
成
。
背
は
上
部
に
細
字

で
書
名
と
著
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
裏
と
見

返
し
部
分
に
も
寝
て
い
る
女
性
と
座
っ
て
い
る
女
性

の
裸
体
が
一
名
ず
つ
描
か
れ
て
い
る
瀧
酒
な
造
り
で

あ
る
が
、
（
裏
表
紙
裏
も
同
じ
）
な
ぜ
か
装
頓
者
名

は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

『
一
草
一
花
』
を
め
ぐ
っ
て

会
報
第
七
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月

森
晴
雄

一 ＝－一
ｰ

三三 ゴ ーー 一三一一一

川
端
文
学
研
究
会

川
端
康
成
に
は
「
一
草
一
花
」
と
題
す
る
文
章
が

四
編
あ
る
。

１
「
文
謹
春
秋
」
の
昭
和
十
九
年
七
月
号
に
発

表
さ
れ
た
、
「
十
七
歳
」
「
わ
か
め
」
「
小
切
」
の

掌
の
小
説
三
篇
の
総
題
。

２
昭
和
二
十
三
年
一
月
に
青
龍
社
か
ら
刊
行
さ

れ
た
、
掌
の
小
説
三
十
篇
を
収
録
し
た
作
品
集
。

３
「
風
景
」
の
昭
和
四
十
二
年
五
月
号
か
ら
翌

年
の
十
一
月
号
ま
で
連
載
さ
れ
、
「
『
伊
豆
の
踊
子
』

の
作
者
」
の
副
題
を
持
つ
エ
ッ
セ
イ
。

４
「
現
代
日
本
の
エ
ッ
セ
イ
」
の
一
冊
と
し
て
、

「
美
の
存
在
と
発
見
」
「
旅
た
よ
り
」
「
作
家
の
貌
」

「
私
の
文
学
」
の
章
立
て
で
構
成
さ
れ
た
、
エ
ッ
セ

イ
・
随
筆
集
な
ど
の
総
題
。
（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和

銘
・
蛆
）

以
上
の
う
ち
、
今
回
取
り
上
げ
た
の
は
２
に
つ
い

て
で
あ
る
。

「
川
端
康
成
小
説
集
」
と
表
紙
に
誌
さ
れ
る
ヨ

草
一
花
』
に
は
、
そ
れ
以
前
の
四
冊
の
堂
の
小
説
集

に
触
れ
た
後
、
次
の
よ
う
な
「
あ
と
が
き
」
が
付
せ

ら
れ
て
い
る
。

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
二
十
日

以
上
の
引
用
文
の
前
に
は
、
四
冊
の
作
品
集
が
列

挙
さ
れ
、
収
録
作
品
数
を
「
二
十
六
篇
」
「
四
十
七

篇
」
「
二
十
五
篇
」
「
七
十
七
篇
」
と
誌
し
て
い
る

が
、
正
確
に
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
感
情
装
飾
』
（
金
星
堂
、
大
正
蛎
・
６
、
訓
篇

収
録
）
『
僕
の
標
本
室
』
（
新
潮
社
、
昭
和
５
．
４
、

灯
篇
）
『
短
篤
集
』
（
砂
子
屋
書
房
、
昭
和
側
．
ｕ
、

こ
れ
ら
の
四
冊
の
内
容
は
重
複
し
て
ゐ
る
作

品
も
多
い
け
れ
ど
も
、
私
は
か
な
り
の
数
の
小

説
風
な
小
品
を
制
作
し
、
こ
れ
に
愛
着
を
持
ち
、

自
分
の
「
標
本
室
」
と
考
へ
て
も
来
た
や
う
で

あ
る
。
若
い
時
分
の
私
は
詩
を
書
く
代
り
に
、

こ
の
や
う
な
極
短
い
小
説
を
書
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
画
家
の
素
描
や
小
品
の
や
う
な
も
の

で
も
あ
ら
う
。

今
後
も
私
は
こ
の
形
式
を
試
み
る
つ
も
り
は

あ
る
と
い
ふ
も
の
の
、
前
の
や
う
な
調
子
は
も

う
出
せ
な
い
か
と
思
ふ
。

右
に
挙
げ
た
四
冊
は
い
づ
れ
も
古
く
絶
版
と

な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
作
者
自
身
に
と
っ
て
も
懐

し
い
、
こ
れ
ら
の
掌
の
小
説
の
選
集
が
新
に
出

る
こ
と
は
よ
ろ
こ
び
で
あ
っ
て
、
．
草
一
花
」

と
題
し
た
。
大
半
は
二
十
年
前
の
作
品
で
あ
る

が
、
ま
だ
枯
れ
し
ぼ
む
で
は
ゐ
な
い
や
う
に
見

え
る
の
は
、
作
者
ひ
と
り
の
望
郷
で
あ
ら
う
か
。



狐
篇
）
『
川
端
康
成
選
集
第
一
巻
』
（
改
造
社
、

昭
和
蝿
・
７
、
汀
篇
）
で
あ
る
。

『
一
草
一
花
』
の
収
録
作
品
は
、
『
川
瑞
康
成
選

集
』
に
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
著
書
の

み
、
（
．
草
一
花
」
の
「
あ
と
が
き
」
は
、
内
容

の
類
似
か
ら
『
選
集
』
の
「
あ
と
が
き
」
を
参
考
に

し
た
と
思
わ
れ
る
）
、
あ
る
い
は
『
僕
の
標
本
室
』

も
手
元
に
お
い
て
（
作
品
数
の
一
致
か
ら
）
、
作
品

を
選
択
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
「
一
草
一

花
」
の
「
あ
と
が
き
」
は
『
川
端
康
成
全
集
第
三
十

五
巻
』
（
新
潮
社
、
昭
和
認
・
２
）
の
「
追
補
」
の

項
目
に
、
「
青
龍
社
版
『
一
草
一
花
』
あ
と
が
き
」

と
し
て
収
録
さ
れ
心
収
録
作
品
数
が
正
確
な
数
に
訂

正
さ
れ
て
い
る
が
、
「
解
題
」
に
は
注
は
付
さ
れ
て

い
な
い
。

『
一
草
一
花
』
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
戦
前
の
「
私
の
旧
作
の
う
ち

で
、
最
も
な
つ
か
し
く
、
最
も
愛
し
、
今
も
尚
最
も

多
く
の
人
に
贈
り
た
い
と
思
ふ
の
は
、
実
に
こ
れ
ら

の
掌
の
小
説
で
あ
る
。
」
（
前
記
、
選
集
の
「
あ
と

が
き
」
）
と
い
う
高
い
評
価
と
、
戦
後
の
『
川
端
康

成
全
集
「
第
十
一
巻
」
』
の
「
あ
と
が
き
」
（
新
潮

社
、
昭
和
妬
・
８
）
の
「
私
は
最
も
愛
し
て
ゐ
る
と

い
ふ
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
、
『
若
い
日
の
詩
精
神
は

か
な
り
生
き
て
ゐ
る
』
と
言
ふ
こ
と
に
も
疑
ひ
を
持

っ
た
。
…
：
…
・
こ
れ
ら
の
標
本
に
よ
っ
て
見
る
私
の

歩
み
は
ま
ち
が
っ
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
」
と

い
う
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
相
反
す
る
述
懐
は
、

十
六
巻
本
『
川
端
全
集
』
刊
行
の
三
年
程
以
前
に
、

代
表
的
な
掌
の
小
説
三
十
篇
を
選
択
し
た
。
草
一

花
』
を
編
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
「
掌
の

小
説
」
に
、
一
区
切
り
つ
け
て
か
ら
の
感
想
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

戦
前
の
改
造
社
版
選
集
や
二
草
一
花
』
収
録
作

品
以
外
に
は
、
川
端
自
身
の
古
い
日
記
を
も
と
に
し

た
「
骨
拾
ひ
」
、
若
い
女
性
の
投
稿
作
品
を
も
と
に

し
た
「
ざ
く
ろ
」
「
さ
と
」
「
紅
梅
」
な
ど
し
か
取

り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
数
え
で
五

十
歳
を
迎
え
、
戦
後
の
十
六
巻
本
全
集
刊
行
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
新
し
い
文
学
世
界
を
目

指
し
た
川
端
が
、
「
あ
と
が
き
」
で
「
掌
の
小
説
」

に
否
定
的
な
感
想
を
持
っ
た
の
も
自
然
な
こ
と
で
あ

る
》
つ
。

松
坂
俊
夫
さ
ん
の
『
掌
の
小
説
』
論
（
『
川
嶋
康

成
「
掌
の
小
説
」
研
究
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭

和
卵
・
加
）
に
は
「
未
見
」
と
、
羽
鳥
徹
哉
さ
ん
の

『
掌
の
小
説
』
の
総
諭
の
詳
細
な
研
究
文
献
（
川
端

文
学
研
究
会
編
『
論
集
川
端
康
成
Ｉ
掌
の
小
説
』
お

う
ふ
う
、
平
成
蝿
・
３
）
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い

の
で
、
参
考
ま
で
に
誌
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

＊
平
山
三
男
著
、
小
説
集
『
疲
労
凍
死
／
天
幕
の

話
』
（
山
と
渓
谷
社
、
二
○
○
九
・
十
、
一
七
０
０

円
十
税
）
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

＊
本
会
の
会
員
も
多
く
所
属
す
る
芸
術
至
上
主
義

文
芸
学
会
の
機
関
誌
「
芸
術
至
上
主
義
文
芸
」
弱
号

で
、
「
掌
の
小
説
」
識
の
特
集
が
組
ま
れ
、
十
篇
の

作
品
論
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊
＊
会
報
の
原
稿
を
募
集
し
ま
す
。

川
端
康
成
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
、
自
著
紹
介
（
川

端
以
外
も
可
）
、
今
後
の
研
究
目
標
な
ど
、
二
千
字

以
内
（
短
い
も
の
で
も
結
構
で
す
）
・

川
端
の
作
品
論
や
作
家
論
な
ど
、
四
百
字
詰
原
稿

用
紙
で
、
十
枚
以
内
。

川
端
周
辺
の
作
家
や
評
論
家
に
関
す
る
、
エ
ッ
セ

イ
や
識
な
ど
。

＊
＊
＊
川
端
に
関
す
る
論
文
や
エ
ッ
セ
イ
な
ど
お

送
り
下
さ
い
。
本
誌
の
「
川
端
康
成
参
考
文
献
」

に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

以
上
、
編
集
（
森
晴
雄
）
宛
に
直
接
お
送
り
下

さ
い
。事

務
局
銀
の
鈴
社
内

雪
一
興
‐
８
畳
鎌
倉
市
雪
の
下
三
－
八
’
三
三

…
…
お
知
ら
せ
．
…
：



九
月
十
九
日
。
上
野
寛
永
寺
第
三
霊
園
で
今
東
光
三

十
三
回
忌
と
、
き
よ
夫
人
の
一
周
忌
を
兼
ね
た
法
要
が

十
一
時
か
ら
行
わ
れ
た
。
四
十
人
余
り
の
こ
じ
ん
ま
り

し
た
法
要
だ
っ
た
が
、
寛
永
寺
、
中
尊
寺
の
高
僧
の
唱

和
す
る
読
経
は
美
し
く
、
有
り
難
い
思
い
が
し
た
。

き
よ
夫
人
は
昨
年
、
今
東
光
と
同
じ
九
月
十
九
日
に
、

入
居
し
て
い
た
老
人
施
設
で
亡
く
な
っ
た
。
奇
し
く
も
、

と
い
う
よ
り
、
や
は
り
と
い
う
気
が
し
た
。
元
編
集
増

の
Ｓ
氏
は
、
以
前
き
よ
夫
人
が
、
私
が
死
ぬ
日
は
も
う

決
ま
っ
て
い
る
の
よ
と
お
つ
し
や
っ
て
い
た
こ
と
を

披
露
し
て
い
た
。
そ
の
話
を
う
か
が
う
ま
で
も
な
く
一
ぶ

き
よ
夫
人
は
、
．
ご
自
分
の
亡
く
な
る
べ
き
日
を
決
め
く

い
た
、
と
い
う
気
が
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
通
り
に

亡
く
な
っ
た
の
は
不
思
議
な
よ
う
だ
が
、
き
よ
夫
人
に

は
そ
れ
が
自
然
に
で
き
る
よ
う
な
、
天
性
が
備
わ
っ
て

い
た
気
が
す
る
。

お
元
気
に
志
津
の
ご
自
宅
で
一
人
暮
ら
し
て
お
ら

れ
た
頃
、
川
端
文
学
の
研
究
者
と
し
て
、
近
く
に
住
ま

う
者
と
し
て
、
時
々
う
か
が
う
機
会
が
あ
っ
た
。
飲
み

ま
し
ょ
う
、
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
ま
し
ょ
う
、
と
い

う
お
つ
き
あ
い
だ
っ
た
。
き
よ
夫
人
は
、
話
の
中
で
「
谷

今
東
光
夫
妻
の
法
要

高
比
良
直
美

崎
先
生
」
「
川
端
先
生
」
と
こ
の
二
人
の
み
先
生
を
つ

け
、
他
の
作
家
に
は
さ
ん
づ
け
だ
っ
た
。

き
よ
夫
人
は
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
な
す
べ
き
役

目
が
決
め
ら
れ
て
い
る
気
が
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
き
よ
夫
人
に
と
っ
て

そ
れ
は
、
亡
く
な
っ
た
人
を
供
養
す
る
と
い
う
役
目
だ

と
感
じ
て
お
ら
れ
た
。
今
東
光
は
天
台
宗
の
僧
で
、
今

東
光
の
住
ま
い
は
お
寺
さ
ん
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
夫
人

の
役
目
と
し
て
そ
れ
は
当
然
だ
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ

う
な
天
命
を
自
覚
な
さ
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

夫
人
か
ら
う
か
が
っ
た
話
を
正
確
に
は
記
憶
し
て

い
な
い
が
、
今
家
の
ば
ら
ば
ら
に
存
在
し
て
い
た
墓
を

ま
と
め
た
り
、
そ
の
人
の
思
い
を
く
ん
で
整
備
を
な
さ

っ
た
り
し
た
よ
う
だ
。
だ
れ
か
に
命
じ
ら
れ
て
行
っ
た

の
で
は
な
い
。
ま
た
、
お
施
餓
鬼
帖
を
見
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
今
東
光
の
師
で
あ
る

谷
崎
潤
一
郎
に
加
え
、
東
光
が
旧
制
中
学
を
追
わ
れ
る

原
因
と
な
っ
た
女
学
生
や
、
ご
縁
の
あ
っ
た
編
集
者
、

そ
し
て
川
端
康
成
の
名
前
も
そ
の
な
か
に
あ
っ
た
。
き

よ
夫
人
は
、
こ
れ
は
主
に
自
殺
や
病
気
な
ど
で
亡
く
な

っ
た
か
た
な
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
十
人
以
上

の
お
名
前
が
並
ん
で
い
た
。
そ
し
て
毎
月
、
供
養
な
さ

っ
て
い
た
。

お
墓
に
つ
い
て
は
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
お
ら
れ
、
墓

の
底
は
土
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
。
骨
壷
は
素
焼
き
が
一

番
良
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
水
が
溜
ま
る
こ
と
な

く
お
骨
が
土
に
帰
っ
て
行
け
る
の
が
、
一
番
気
持
ち
が

よ
い
の
だ
と
。
ま
た
、
私
が
亡
く
な
っ
た
ら
だ
れ
が
供

養
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
気
に
か
け
て
お
ら
れ
た
。

ご
自
身
の
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ま
で
供
養
し

て
来
た
人
た
ち
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
の
こ
と
だ
る

』
（
″
〃
◎

今
東
光
と
命
日
を
同
じ
に
す
る
亡
く
な
り
方
は
、
夫

婦
愛
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
の
供
養
を
考
え
た
始
末

の
良
さ
と
も
思
わ
れ
る
。

法
要
の
喪
主
は
き
よ
夫
人
の
甥
御
さ
ん
で
、
ご
夫
婦

で
晩
年
の
き
よ
さ
ん
を
支
え
て
お
ら
れ
た
。
皆
さ
ん
に

二
度
集
ま
っ
て
い
た
だ
く
の
は
大
変
だ
ろ
う
と
、
同
じ

日
に
亡
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
と
冗
談
と
し
て
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い

と
思
っ
た
。
ま
た
、
今
回
初
め
て
知
っ
た
こ
と
だ
が
、

こ
の
世
に
生
ま
れ
出
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
た
男
の

子
の
命
日
も
月
は
違
う
が
十
九
日
で
あ
っ
た
と
い
う
。

十
九
日
は
、
き
よ
夫
人
に
と
っ
て
二
重
に
特
別
な
日
だ

っ
た
の
だ
。

寛
永
寺
の
今
家
の
お
墓
は
五
輪
の
塔
だ
。
読
経
を
済

ま
せ
た
祭
壇
か
ら
運
ば
れ
た
色
と
り
ど
り
の
花
が
取

り
巻
い
て
置
か
れ
、
秋
晴
れ
の
も
と
、
華
や
か
さ
の
あ

る
お
墓
の
風
景
は
今
東
光
夫
妻
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

だ
っ
た
。

－－



日
本
人
の
多
く
が
、
川
端
康
成
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
時
、
真
先
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
授

賞
式
の
、
黒
紋
付
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

授
賞
式
の
写
真
は
、
例
え
ば
、
中
・
高
等
学
校
の
国

語
便
覧
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
掲
載
さ
れ
て
い

る
の
で
（
ヒ
マ
を
持
て
余
し
た
授
業
中
に
）
、
誰
も
が

一
度
は
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
数
あ
る
川
端

の
写
真
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
有
名
な
一
葉
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

こ
の
写
真
が
、
他
の
川
端
の
写
真
と
決
定
的
に
異
な

っ
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

単
純
だ
が
力
強
い
文
化
に
裏
打
さ
れ
た
、
洋
服
と
和
服

の
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
集
約
さ
れ
る
。
ホ
ワ
イ

ト
タ
イ
に
テ
イ
ル
コ
ー
ト
の
男
達
と
、
イ
ヴ
ニ
ン
ゲ
ド

一
一

レ
ス
の
女
達
が
ひ
し
め
く
会
場
に
あ
っ
て
、
黒
》

紋
付
姿
は
際
立
っ
て
い
る
。

丸
に
三
つ
鱗
の
紋
が
つ
い
た
黒
羽
二
重

羽
織
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き

袴
は
、
人
間
国
宝
の
故
甲
田
栄
佑
が
織
り
上

（
せ
い
ど
）
仙
台
平
だ
そ
う
だ
（
余
談
だ
が

の
仙
台
平
を
織
っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
く
人

川
端
康
成
の
黒
紋
付

白
鳥
博
康

一

’

な
っ
た
息
子
の
甲
田
綏
朗
氏
た
だ
一
人
で
あ
る
）
。
こ

の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
も
、
美
の
本
質
を
求
め
続
け
た
、

川
端
ら
し
さ
が
垣
間
見
え
る
気
が
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
私
達
が
黒
紋
付
を
着
用
す
る
と

な
れ
ば
（
和
服
な
ど
着
な
い
、
と
い
う
意
見
は
一
ま
ず

お
い
て
）
、
結
婚
式
や
成
人
式
と
い
っ
た
、
晴
れ
が
ま

し
い
シ
ー
ン
ば
か
り
を
想
像
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
男
性
和
装
の
第
一
礼
装
で
あ
る
黒
紋
付
は
、
正

式
な
喪
服
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
私
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
授
賞
式
の

写
真
を
見
る
た
び
に
、
川
端
の
「
葬
式
の
名
人
」
を
思

い
出
し
て
し
ま
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
「
葬
式
の
名
人
」
は
、
川
端
の
「
私

小
説
」
（
『
独
影
自
命
』
）
的
作
品
で
あ
る
。
作
中
で
、

川
端
自
身
と
思
し
き
主
人
公
は
「
亡
父
の
絹
の
羽
織
袴

な
ぞ
を
着
け
て
白
足
袋
を
履
き
数
珠
を
持
』
っ
て
、
親

戚
の
葬
儀
に
出
席
し
続
け
る
。
直
接
的
に
黒
紋
付
と
は

書
か
れ
て
い
な
い
が
「
礼
装
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
家

紋
が
入
っ
て
い
な
い
は
ず
が
な
い
。

結
局
「
父
の
遺
し
た
礼
装
は
従
兄
の
婚
礼
に
一
度
慶

び
の
日
に
私
を
飾
っ
た
だ
け
で
数
へ
切
れ
な
い
程
の

葬
式
の
日
に
私
を
墓
場
に
運
ん
だ
。
遂
に
私
を
葬
式
の

名
人
た
ら
し
め
」
る
ま
で
に
な
る
。

こ
の
当
時
の
川
端
に
と
っ
て
、
黒
紋
付
は
人
の
死
と
、

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
悲
し
み
の
象
徴
だ
っ
た
ろ
う
。
同
時

に
、
葬
式
と
い
う
社
会
的
儀
式
に
お
い
て
、
大
人
と
し

て
の
振
る
舞
い
を
覚
え
さ
せ
て
く
れ
た
の
も
、
こ
の

「
父
の
遺
し
た
礼
装
」
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

時
代
は
下
る
が
§
終
戦
を
迎
え
、
玉
音
放
送
を
聞
い

た
時
の
川
端
の
装
い
も
、
黒
紋
付
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ

の
と
き
の
様
子
は
『
高
見
順
日
記
』
や
『
川
端
康
成
と

と
も
に
』
（
川
端
秀
子
）
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
の

で
今
少
し
引
用
し
た
い
。

一
一
八
月
十
五
日
、
天
皇
陛
下
の
御
放
送
が
あ
る
と

一
い
う
こ
と
で
、
私
た
ち
は
娘
も
含
め
て
（
娘
に
は

学
校
の
制
服
を
着
せ
ま
し
た
）
正
装
し
て
ラ
ジ
オ

一
を
聞
き
ま
し
た
。
（
中
略
）
こ
う
い
う
こ
と
は
き

ち
ん
と
居
ず
ま
い
を
正
し
て
聞
く
と
い
う
の
が
、

“
主
人
の
姿
勢
だ
っ
た
の
で
す
。
（
『
川
端
康
成
と
と

一
端
軸
嘩
権
ら
、
川
端
の
衣
服
に
対
す
る
感
覚
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
一
節
だ
。

多
感
な
青
年
期
と
、
日
本
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

な
っ
た
終
戦
。
川
端
は
、
黒
紋
付
を
着
て
い
た
。
ノ

ベ
ル
賞
授
賞
式
の
黒
紋
付
は
、
ど
こ
と
な
く
、
こ
れ

の
悲
し
み
の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

ち
ろ
ん
、
川
端
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
、
黒
紋
付
に

を
包
み
ノ
ー
ベ
ル
賞
授
賞
式
に
臨
ん
だ
の
か
、
本
当

と
こ
ろ
は
川
端
自
身
に
し
か
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら

い
け
れ
ど
、
写
真
の
川
端
か
ら
は
、
数
々
の
悲
し
み

乗
り
越
え
た
、
静
か
な
暹
し
さ
を
感
じ
と
る
こ
と
が

き
る
。

’



JII端辰庭庖迄拳雲考文南犬 平成20年11月～21年11月
森晴雄編

1特集

川端康成蒐められた日本の美 「別冊太陽日本のこころ157」21年2月23日
羽鳥徹哉作家が愛した美、作家に愛された美一絶望を希望に転じ、生命の輝きを見出す
羽鳥徹哉川端文学の世界美についての十章
平山三男・水原園博川端康成コレクションのすべて
片山倫太郎・田村嘉勝文豪をめぐる八人の作家たち
田村充正・福田淳子川端文学、美の反響
く評伝＞孤独と向き合って真田邦子
川端香男里川端康成と美の世界
森晴雄略年譜

野上彰展～川端康成との風景～ 徳島県立文学書道館8月22日
牛山剛詩人・野上彰
川端香男里稀有な出会い一川端康成と野上彰
羽鳥徹哉川端康成の文学
野上彰の足跡 特集直筆書簡を読む
く場所＞でたどる川端文学の世界
野上彰年譜・川端康成略年譜 野上彰著作目録野末明編
主要展示資料一覧 野上彰の作詞・訳詩作品

川端康成『掌の小説』の現在 「芸術室卜主義文芸」35平成21．11
森晴雄 「木の上」一恋人たちの秘密
渡部麻実 「秋の雨」－記憶更新の京旅行
井上二葉 「月下美人」と音楽
田村嘉勝 「小切」のリアリティー「文芸春秋」 （昭19．7）の軌跡
堀内京 「ざくろ」論一混沌する生と死
野末明 「本門寺御会式」論
深沢晴美 「秋の雷」考一『孝義録』 『二十四考』等との関連をふまえて
高比良直美 「有難う」一野山に満たされる感謝
竹内直人 「合掌」考一人格化するく合掌＞
山田吉郎 「冬近し」試論一囲碁の風景を起点として

2雑誌議文・評論
切通理作文学の中性名刺一川端康成と坂口安吾 「文学界」平成20年11月
金森範子 『美しい旅』と秋山ちえ子一 「小品」第二十八集11月

川端文学と岐阜一西方寺祐樫一 「長良清流」第41号10月
森本穫魔界の住人川端康成－その生涯と文学一 第三回～十四回

「文芸日女道」486～498 平成20年12月～21年11月

森晴雄川端康成「火に行く彼女」－私の感情 「雲」平成20年12月、21年1月
「門松を焚く」－泥棒・別れ話など 2月～5月
「鶏と踊子」一「夜鳴き」と「変な男」 6月～8月
「鉄の梯子」一「新しい恋」 9月～12月

川端康成「舞踊靴」論一谷崎潤一郎「富美子の足」に触れつつ 「解釈」7．8月
鄭香在作家と映画川端康成川端文学における映画 「国文学」12月
中村美子 『雪国』における「悲しいわ」の解釈をめぐって 「解釈」21月1 ．2月
羽鳥徹哉仏教と川端康成 「解釈と鑑賞」2月
高井若菜川端康成『掌の小説』における「朝の爪」の英訳比較研究 ＊（英文）

「同志社女子大学大学院文学研究科紀要」9 3月
高橋真理川端康成「南伊豆行」－「伊豆の踊子」を照り返すもの

大東文化大学人文科学研究所 3月
中嶋展子川端康成の少女小説一「少女倶楽部」掲載作品の素材を中心に

「岡大国文論稿」37 3月

川端康成「二十歳」論一「幼心」と「女性的なもの」 「解釈」7．8月
川端康成『眠れる美女誌』一祈りとなぐさめ 「芸術至上主義文芸」35 11月

三浦卓 『少女の友」のコミュニティーと川端康成「美しい旅」－＜障害者＞からく満州
＞グ、一 「日本近代文学」第80集 5月





『十六歳の日記」論一川端文学と盲目 「法政大学大学院紀要」62号平成20
＜人格＞の異常と表現行為をめぐる物語一川端康成「或る詩風と画風」論

「国語と国文学」6月

く文脈＞の匿名性と意味の変容一川端康成「金糸雀」を事例にして
「日本文学」8月

川端康成という仕組一「父母屈の手紙」 「油」 「天授の子」
「星の広場」3号室生犀星学会11月

沼田真里
小林洋介

石川則夫

澤田繁晴

3単行本所収證文・エッセイ・解説
近藤富枝川端康成「あはれな日本の美しさ」

『文士のきもの」河出書房平成20年11月30日

丹尾安典いはねぱこそあれ一男色の景色第六章「礼儀」 新潮社平成20年12月20日
＊注 「伊豆の踊子」について

笠森勇 5軽井沢での交流川端康成 『犀星と周辺の文学者』北国新聞社12月25日
森本穫第2部同時代のなかの「関西文化圏」 5豊饒な土壌一川端康成「葬式の名

人」 「美しさと哀しみと」
黒田大河・他編『横光利一と関西文化圏』松籟社12月30日

高原英理13川端康成「みづうみ」
千石英世・千葉一幹編著 『名作は隠れている』 ミネルヴァ書房平成21年1月30日
爆笑問題川端康成 『日本文学変態論日本史原證』幻冬社3月20日
伊吹和子川端康成 「めぐり逢った作家たち』平凡社4月10日
小山慶太3章老犬の涙川端康成の黒牡丹の死

『犬と人のいる文学誌』中公新書4月25日
沼正三川端康成『眠れる美女』 『異嗜食的作家論』現代書館・5月31日

「裏窓」昭和39．5

三橋修第二章二つの大戦後二においを見つめた川端康成
第Ⅲ章一九六○代という転換点一においのデカダンス川端康成再考

『作家は何を嗅いできたかにおいあるいは感性の歴史』現代書館 6月1日
細谷博 「篝火」の中の川端康成一「門がなかった」のく孤立＞

日本近代文学会東海支部編『＜東海＞を読む近代空間（トポス）と文学』
（風媒社6月30日）

坂本忠雄川端康成『雪国』一インヒューマンな近代の体現者古井由吉・福田和也
『文学の器一現代作家と語る昭和文学の光芒－』扶桑社8月10日

石原千秋第四章駒子が愛したのは東京の男一川端康成『雪国』
『名作の書き出し漱石から春樹まで』光文社新書9月20日

一

4 その他

川端康成 宮沢康造・本城靖監修『日本の文学碑 1近現代の作家たち』
日外アソシエーツ平成20年11月25日

川畑和成 「狂った一頁」追加資料 「横光利一文学会会報」14号 12月6日
野寄勉 「新青年」の川端康成－1930年の踊子

「芸術至上主義学会会報」第13号 5月
＊＊

少女の文学1 眠れる美女川端康成プチグラパブリッシング平成20年月20日
『少女の友』創刊100周年記念号明治・大正・昭和ベストセレクション

実業乃日本社平成21年3月21日 、 遠藤寛子・内田静枝
「乙女の港」 1 花選び

一

補遺
張月環 『川端康成追い求める愛と美」 致良出版社（台湾） 平成20年8月20日
序章第一章掌の小説 第二章追いかけの行動
第三章美しく哀しいこころ 第四章感謝と謝罪 終章

吉田悦志 『きみに語る一近代日本の作家と作品」 第一部作家と作品を語る第九識
裏切られた愛の探訪者川端康成 DTP出版 4月1日

西村英津子 『雪国』の問題－その美的世界を、めぐって一 「清心語文」第十号
ノートルダム清心女子大学7月

山下敦史 『古都』川端康成著 『ネタになる名作文学33』プレジデント社
9月10日

ー
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