
   
伊
豆
の
エ
ッ
セ
イ
と
山
峡
幻
想 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山 
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吉 
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川
端
康
成
に
は
『
伊
豆
の
踊
子
』
や
『
温
泉
宿
』

を
は
じ
め
と
し
て
伊
豆
の
風
土
を
背
景
と
し
た
鮮
烈

な
作
品
系
列
が
あ
る
。
私
自
身
神
奈
川
の
西
寄
り
の

山
峡
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
伊
豆
も
わ
り
あ
い
に
近

く
、
川
端
の
伊
豆
も
の
に
親
し
み
を
抱
い
て
久
し
い
。 

 

私
が
心
惹
か
れ
る
の
は
、
実
は
伊
豆
を
舞
台
に
し

た
小
説
よ
り
も
、
む
し
ろ
エ
ッ
セ
イ
の
方
で
あ
る
。

そ
れ
も
青
年
期
の
伊
豆
ご
も
り
の
エ
ッ
セ
イ
に
愛
着

を
感
じ
て
い
る
。 

 

大
正
十
三
年
、
大
学
を
卒
業
し
た
川
端
は
伊
豆
に

引
き
こ
も
る
。
横
光
利
一
を
は
じ
め
文
学
仲
間
が
大

勢
い
る
東
京
を
離
れ
、
一
人
ほ
ん
と
う
に
侘
し
い
山

峡
に
暮
ら
す
の
で
あ
る
。
養
生
に
適
し
た
温
泉
が
伊

豆
に
多
く
、
川
端
の
傷
魂
を
癒
す
第
二
の
故
郷
と
も

思
え
る
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
る
が
、
そ
れ
に

し
て
も
異
色
の
山
住
ま
い
で
は
あ
ろ
う
。 

 

そ
ん
な
山
峡
ご
も
り
の
随
筆
に
は
、
「
湯
ヶ
島
温

泉
」「
温
泉
通
信
」「
燕
」「
初
秋
旅
信
」
な
ど
が
あ
る

が
、
中
で
も
山
ご
も
り
の
日
常
に
お
い
て
ふ
っ
と
幻

覚
が
露
出
す
る
描
写
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。 

 

た
と
え
ば
、「
温
泉
通
信
」
に
枯
草
に
寝
こ
ろ
ん
で

竹
林
を
眺
め
る
場
面
が
あ
る
。 

 
 
 

私
は
自
分
が
そ
の
竹
林
の
気
持
に
な
つ
て
し

ま
つ
て
ゐ
る
。
一
月
も
人
と
話
ら
し
い
話
も
せ 

   

ず
に
、
ほ
う
つ
と
空
気
の
や
う
に
澄
ん
で
、
自

分
の
感
情
や
感
覚
の
戸
の
開
け
閉
め
を
忘
れ
て

し
ま
つ
て
ゐ
る
。 

 

ひ
と
月
も
人
と
話
を
し
な
い
山
ご
も
り
を
、
む
し

ろ
ひ
そ
か
に
誇
示
し
て
い
る
よ
う
な
語
り
口
で
あ
る
。

ま
た
、「
燕
」
で
は
、
山
の
温
泉
場
に
閉
じ
こ
も
っ
て

い
る
川
端
が
出
遭
う
「
人
間
の
魔
」
の
こ
と
を
書
き

と
め
て
い
る
。 

 
 
 

全
く
あ
ん
ま
り
独
り
ぼ
つ
ち
で
ゐ
る
と
魔
に

襲
は
れ
ま
す
。
同
種
類
の
い
き
も
の
で
あ
る
人

間
の
魔
に
で
す
。（
中
略
）
ふ
つ
と
眼
を
上
げ
た

り
横
を
向
い
た
り
し
た
瞬
間
、
眼
の
行
く
先
に

ち
ら
つ
と
人
の
姿
が
見
え
、
そ
の
姿
に
引
か
れ

て
眼
を
動
か
し
た
や
う
な
気
が
す
る
の
は
、
何

だ
か
ぎ
よ
つ
と
身
が
縮
む
や
う
で
す
。
空
耳
で

な
く
空
目
な
の
で
す
。 

 

山
峡
の
孤
独
が
見
出
し
た
こ
う
し
た
幻
想
の
鉱
脈

は
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
後
十
分
に
掘
り
下
げ
ら
れ

て
い
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
初
期
の
佳
作
『
白
い

満
月
』
に
は
そ
う
し
た
幻
想
性
が
色
濃
く
揺
曳
し
て

お
り
、
そ
の
意
味
で
は
私
の
好
き
な
作
品
で
あ
る
。

と
も
か
く
も
、
当
時
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
と
向
か
う
潮

流
の
中
に
あ
っ
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
絶

っ
た
山
峡
幻
想
か
ら
離
脱
す
る
の
も
半
ば
必
然
の
選

択
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。 

私
事
に
わ
た
る
が
、
丹
沢
の
山
ふ
と
こ
ろ
、
実
朝

の
首
塚
の
ほ
と
り
に
住
み
つ
づ
け
る
私
に
と
っ
て
、

川
端
の
山
峡
ご
も
り
の
幻
想
性
に
は
つ
よ
く
牽
引
さ

れ
る
も
の
を
感
じ
る
。
川
端
が
掘
り
か
け
た
幻
想
の

鉱
脈
が
気
に
な
っ
て
い
る
。
萩
原
朔
太
郎
は
小
説
『
猫

町
』
の
冒
頭
で
単
な
る
空
間
移
動
に
す
ぎ
な
い
旅
の

退
屈
さ
を
語
っ
て
い
た
が
、
今
の
私
も
む
し
ろ
見
慣

れ
た
風
景
の
裏
側
へ
と
く
ぐ
り
ぬ
け
る
方
途
と
し
て
、

若
き
日
の
川
端
が
こ
こ
ろ
み
た
山
峡
幻
想
に
心
を
寄

せ
て
い
る
。 

 

継
続
的
な
基
礎
研
究
の
必
要
性
に
つ
い
て 

片 

山 
 

倫 

太 

郎  
 

近
頃
、
私
は
若
き
日
の
川
端
が
摂
取
し
た
宗
教
関

係
の
文
献
に
つ
い
て
、
少
し
ず
つ
調
査
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。
先
ず
は
『
海
の
火
祭
』
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を

定
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
の
だ
が
、
当
初
予
期
し

た
以
上
に
成
果
は
あ
が
っ
て
い
る
。 

順
次
、
勤
め
先
の
紀
要
に
発
表
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で

い
る
。
現
時
点
で
は
、「
川
端
康
成
に
お
け
る
宗
教
関

連
文
献
の
受
容
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
（
一
）
―
「
海

の
火
祭
」
お
よ
び
「
抒
情
歌
」
に
お
け
る
仏
書 

 
 
 
 
 
 

二
点
―
」（
「
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
四
一
号 

平

成
十
六
・
七
）
が
既
刊
で
あ
り
、
入
稿
を
す
ま
せ
た

も
の
に
、「
同
（
二
）
―
雑
誌
「
変
態
心
理
」
掲
載
の

民
俗
学
文
献
他
―
」
（
「
岡
山
大
学
文
化
科
学
研
究
科

紀
要
」
第
十
八
号 

平
成
十
六
・
十
一
刊
行
予
定
）
、

「
同
（
三
）
―
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
花
物
語
―
」
（
「
岡

山
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
四
二
号 

平
成
十
六
・
十

二
刊
行
予
定
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
村
上
専
精
『
仏

教
忠
孝
編
』
（
明
治
二
十
六
年
十
月 

哲
学
書
院
）
、 

 
 

川 

端 

文 

学 

研 
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会 
 
 

会 
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第 

二 

号 



岩
野
真
雄
訳
『
現
代
意
訳 

維
摩
経
・
解
深
密
経
』

（
大
正
十
一
年
六
月 

仏
教
経
典
叢
書
刊
行
会
）
、
三

枝
十
一
「
輪
廻
転
生
に
関
す
る
伝
説
（
上
）
」
、
加
藤

元
一
「
珍
し
い
睡
遊
の
例
」
（
と
も
に
「
変
態
心
理
」

第
一
巻
二
号 
大
正
六
年
十
一
月
）
、
橋
本
墨
花
『
花

と
花
言
葉
』（
大
正
十
三
年
九
月 

紅
玉
堂
書
店
）
を
、

典
拠
と
し
て
認
定
し
て
い
る
。 

短
期
間
の
う
ち
に
、
比
較
的
容
易
に
、
こ
れ
ら
の

典
拠
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
図
書
目
録
の
充
実
や
、
雑
誌
の
復
刻
版
の
刊

行
等
、
ツ
ー
ル
の
発
達
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の

だ
が
、
ま
た
、
川
端
が
典
拠
の
存
在
を
隠
す
こ
と
な

く
、
か
な
り
生
な
形
で
、
小
説
に
引
用
し
て
い
る
こ

と
も
、
発
見
を
た
や
す
く
し
た
要
因
で
あ
る
。「
無
防

備
」
な
ま
ま
に
、
ヒ
ン
ト
は
作
品
中
に
こ
ろ
が
っ
て

お
り
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
地
道
に
調
査
し
て

ゆ
く
な
ら
ば
、
か
な
り
の
数
の
典
拠
が
認
定
で
き
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。 

典
拠
探
し
と
い
う
も
の
は
、
や
や
も
す
る
と
そ
の

こ
と
だ
け
が
自
己
目
的
化
し
、
発
見
の
快
感
に
埋
没

し
て
し
ま
う
危
険
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
国
文

学
研
究
の
基
礎
の
一
つ
で
あ
る
。
長
谷
川
泉
、
武
田

勝
彦
、
小
林
芳
仁
、
羽
鳥
徹
哉
等
の
先
達
の
研
究
が

現
在
で
も
大
き
な
有
効
性
を
も
つ
理
由
の
一
つ
は
、

そ
の
実
証
的
、
注
釈
的
性
格
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
先
達
の
後
は
、
注
釈
研
究
が
な

お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
の

で
あ
る
。 

川
端
が
引
用
を
多
用
し
た
こ
と
は
、
良
く
も
悪
く

も
、
ユ
ニ
ー
ク
な
小
説
作
法
で
あ
る
。
注
釈
研
究
は

そ
う
し
た
作
家
の
具
体
的
な
筆
遣
い
を
彷
彿
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
が
、
ま
た
、
引
用
の
問
題
は
、
た
と
え

ば
間
テ
ク
ス
ト
性
と
い
っ
た
理
論
的
な
観
点
を
す
ぐ

に
呼
び
起
こ
す
。
テ
ク
ス
ト
と
主
体
を
め
ぐ
る
こ
の

哲
学
的
な
議
論
は
、
も
し
か
す
る
と
、
川
端
文
学
と

の
間
に
な
に
が
し
か
の
連
接
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
理
論
的
な
発
展
の

可
能
性
を
一
方
に
想
像
し
つ
つ
、
い
ま
は
あ
ら
た
め

て
基
礎
研
究
の
重
要
性
を
感
じ
て
い
る
。 

 

川
端
康
成
と
音
の
な
い
世
界 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

張 
 

月 

環 
 

去
る
五
月
二
十
二
日
、（
韓
国
）
日
本
言
語
文
化
学

会
主
催
の
「2004

年
度
春
季
国
際
大
会
」（
ソ
ウ
ル
・

国
民
大
学
）
で
「
『
感
情
装
飾
』
に
お
け
る
〈
音
〉
の

な
い
世
界
―
―
『
火
に
行
く
彼
女
』
『
弱
き
器
』
『
心

中
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
を
発
表
し
た
。 

こ
の
十
数
年
来
ず
っ
と
川
端
文
学
の
〈
音
〉
に
つ

い
て
研
究
し
て
き
た
が
、
最
近
「
音
の
な
い
世
界
」

と
い
う
言
葉
に
ひ
っ
か
か
り
を
感
じ
て
い
た
。
指
導

教
官
赤
羽
学
先
生
は
書
簡
で
、「
音
の
な
い
世
界
を
望

む
の
は
自
分
の
感
情
を
閉
塞
す
る
こ
と
で
あ
る
。
十

分
愛
を
抱
き
な
が
ら
、
そ
の
愛
を
ま
っ
す
ぐ
に
表
現

で
き
な
い
川
端
の
ジ
レ
ン
マ
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
教

示
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
ま
た
羽
鳥
徹
哉
先
生
は
川
端

の
音
の
な
い
世
界
を
考
え
る
こ
と
が
後
の
小
説
―
―

密
閉
性
の
高
い
「
密
室
」
的
な
作
品
及
び
外
界
の
世

界
を
遮
断
し
た
物
語
を
見
て
い
く
上
で
も
重
大
な
働

き
を
す
る
と
思
わ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

川
端
の
音
に
関
連
し
た
光
、
純
粋
、
距
離
等
が
川

端
文
学
の
美
を
創
出
す
る
一
方
、
音
の
な
い
世
界
が

彼
の
心
の
奥
底
に
封
印
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。 

一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
、
川
端
の
「
愛
」
と
「
音
」

と
は
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
、
考
え
る
べ

き
余
地
は
ま
だ
十
二
分
に
あ
る
と
思
う
。 

耳
を
澄
ま
せ
ば
、
色
々
な
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

森
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
そ
こ
は
透
き
通
っ
た
音
に

満
ち
て
い
る
。
風
の
音
や
水
の
音
、
鳥
の
さ
え
ず
り
、

木
々
の
さ
さ
や
き
…
…
。
ま
た
、
大
木
の
幹
に
手
を

当
て
心
静
か
に
耳
を
澄
ま
せ
ば
、
木
の
鼓
動
を
そ
の

手
に
そ
の
耳
に
感
じ
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て

木
と
自
分
は
互
い
の
鼓
動
を
通
じ
て
繋
が
っ
て
い
る

こ
と
も
は
っ
き
り
と
分
か
る
。
自
然
界
の
音
に
包
ま

れ
て
い
る
と
、
い
つ
し
か
恍
惚
の
境
地
に
誘
わ
れ
て

行
く
。 

音
の
世
界
を
生
命
の
世
界
と
す
る
な
ら
、
音
の
な

い
世
界
は
な
ん
と
寂
し
い
世
界
で
あ
ろ
う
か
。 

台
湾
は
二
〇
〇
四
年
三
月
の
大
統
領
選
挙
以
来
、

野
党
と
与
党
が
対
峙
し
、
一
段
と
騒
が
し
く
な
っ
て

き
た
。
い
ま
や
望
ま
れ
る
の
は
川
端
の
秋
の
蟋
蟀
の

よ
う
な
清
音
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

川
端
康
成
と
千
葉
県
印
旛
郡
本
埜
村

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鈴 

木 
 

伸 

一 
 

 

冒
頭
か
ら
私
事
に
わ
た
り
恐
縮
だ
が
、
現
在
の
私

の
居
所
、
千
葉
県
印
旛
郡
本
埜
村
と
川
端
康
成
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
申
し
上
げ
た
い
。
本
埜
村 



と
の
関
係
は
、「
土
の
子
等
」
と
い
う
昭
和
十
八
年
十

月
の
「
婦
人
公
論
」
に
発
表
さ
れ
た
一
文
に
見
ら
れ

る
。『
川
端
康
成
全
集
』
二
十
七
巻 

（
新
潮
社
、
昭

57
・
3
）
の
「
解
題
」
に
よ
れ
ば
、
「
今
日
に
至
る

ま
で
、
著
者
の
ど
の
刊
本
に
も
収
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
」

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
土
の
子
等
」
の
冒
頭
に
は
、 

 
 
 

吉
植
庄
亮
氏
の
農
場
で
は
、
ほ
と
ん
ど
国
民

学
校
の
児
童
の
勤
労
奉
仕
だ
け
で
、
稲
を
作
つ

て
ゐ
る
と
聞
い
て
、
七
月
十
三
日
に
、
そ
の
実

際
を
見
に
行
つ
た
。 

 

と
あ
る
。
川
端
は
、「
吉
植
庄
亮
氏
の
農
場
」
視
察

へ
訪
れ
る
地
理
的
関
係
か
ら
、「
成
田
線
の
安
食
駅
で

下
り
て
、
長
門
川
」（
「
土
の
子
等
」
、
以
下
注
記
の
な

い
限
り
、
引
用
は
同
文
。
）
を
、
舟
で
渡
り
、
本
埜
村

に
入
っ
た
。
本
埜
村
は
、
千
葉
県
の
北
西
部
に
あ
り
、

大
正
二
年
に
旧
本
郷
村
と
旧
埜
原
（
や
わ
ら
）
村
が

合
併
し
、
誕
生
し
た
村
で
、
平
成
十
六
年
八
月
現
在

の
人
口
は
約
八
千
人
で
あ
る
。
現
在
の
東
京
か
ら
の

ア
ク
セ
ス
は
、
上
野
駅
か
ら
常
磐
線
我
孫
子
駅
に
て

成
田
線
に
乗
り
換
え
、
小
林
駅
（
印
西
市
）
も
し
く

は
、
安
食
駅
（
安
食
町
）
で
下
車
す
る
。
そ
の
他
の

経
路
と
し
て
は
、
都
営
浅
草
線
よ
り
直
通
の
北
総
鉄

道
線
印
西
牧
の
原
駅
よ
り
入
る
こ
と
が
で
き
る
。 

吉
植
氏
の
農
場
に
つ
い
て
は
、
吉
植
庄
亮
氏
が
出

し
た
「
吉
植
農
場
小
作
地
設
定
ニ
就
テ
」
（
「
本
埜
村

史 

史
料
集
近
・
現
代
編
」
千
葉
県
印
旛
郡
本
埜
村
、

本
埜
村
史
編
さ
ん
委
員
会
、
昭
60
・
3
）
に
よ
り
概

観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
書
は
、
入
植
者
募

集
の
文
書
で
、
昭
和
元
年
に
入
植
者
を
募
り
始
め
ら

れ
た
と
い
う
。
「
吉
植
農
場
」
の
所
在
地
は
、
「
千
葉

県
印
旛
郡
本
埜
村
大
字
下
井
」
と
あ
り
、「
省
線
成
田

線
安
食
駅
ヨ
リ
十
五
町
ノ
地
点
本
埜
村
大
字
下
井
ニ

ア
リ
印
旛
沼
ノ
開
墾
ニ
ヨ
ル
」
土
地
で
あ
る
と
し
、

「
其
面
積
六
十
五
町
歩
」
と
い
う
広
大
な
も
の
で
あ

っ
た
。 

「
土
の
子
等
」
で
は
、「
吉
植
農
場
」
の
「
勤
労
奉

仕
」
者
「
二
千
名
」
の
大
半
を
占
め
て
い
る
本
埜
村

の
「
第
一
国
民
学
校
」
と
「
第
二
国
民
学
校
」
の
児

童
た
ち
の
「
綴
り
方
」
か
ら
始
ま
り
、
子
供
た
ち
の

真
面
目
な
農
作
業
の
様
子
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
勤
労
奉
仕
」
そ
の
も
の
は
、
当
時
の
時
局
の
反
映

で
あ
り
、
世
相
の
厳
し
さ
を
看
取
せ
ざ
る
を
え
な
い

が
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
う
し
た
事
象
を
川
端
が
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ

り
、
川
端
の
時
局
認
識
を
裏
付
け
て
い
く
貴
重
な
資

料
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
「
日
本
の
母
」
「
英
霊

の
遺
文
」
等
の
戦
時
中
の
川
端
の
発
言
の
一
つ
と
し

て
「
土
の
子
等
」
の
意
義
も
大
き
い
と
判
断
で
き
る
。

そ
う
し
た
資
料
の
分
析
を
も
と
に
、
拙
論
「
川
端
康

成
の
政
治
観
―
時
局
認
識
に
関
す
る
一
考
察
―
」

（
「
二
松
第
十
四
集
」
平
12
・
3
）
を
発
展
さ
せ
る

形
で
、
実
地
調
査
の
結
果
を
近
い
う
ち
に
ご
報
告
申

し
上
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 
 

文
学
の
研
究
と
は
何
？ 

東 
 

弘 

毅 
 

 

川
端
の
作
品
と
向
き
あ
っ
て
も
う
何
年
に
な
る
か
。 

 

今
更
、
考
え
る
べ
く
も
な
い
が
、
こ
の
人
や
作
品

に
関
し
た
論
評
・
解
説
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
る
例
は
少

な
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

例
え
ば
、「
雪
国
」
な
ど
、
岩
田
光
子
編
に
成
る
『
雪

国
作
品
論
集
成
』
を
は
じ
め
と
し
て
こ
の
種
の
解
説

書
や
論
文
集
を
探
し
て
い
く
と
、
も
う
、
限
り
は
な

い
。 

 

そ
の
「
雪
国
」
だ
が
、
私
の
よ
う
な
理
解
度
の
浅

い
者
は
そ
の
分
析
や
論
評
の
幅
が
広
が
り
過
ぎ
る
と

「
雪
国
」
が
果
し
て
ナ
ニ
で
あ
る
の
か
解
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。 

 

も
っ
と
も
、〈
国
境
の
…
…
〉
の
あ
と
に
続
く
「
夕

景
色
の
鏡
」
の
話
は
ど
の
論
者
の
見
方
も
大
体
似
通

っ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
も
の
と
し
て
島
村
が
駒
子

に
向
け
る
心
情
と
な
る
と
、
百
人
百
通
り
と
は
言
わ

な
い
が
い
ろ
ん
な
捉
え
方
が
あ
る
よ
う
で
、
こ
う
な

る
と
当
の
本
人
の
川
端
に
聞
い
て
み
な
い
と
解
ら
な

い
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

き
の
う
も
「
作
品
論
集
成
Ⅲ
」
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
田
嶋
陽
子
の
「
駒
子
の
視
線
か
ら
読
む
『
雪
国
』
」

に
目
を
通
し
て
い
て
、
前
半
部
分
は
〈
成
程
、
こ
の

よ
う
な
捉
え
方
も
あ
る
の
か
…
…
〉
と
読
み
続
け
て

い
た
が
、
あ
と
の
部
分
が
近
づ
い
て
、
あ
の
田
嶋
陽

子
的
見
方
が
表
面
に
強
く
出
す
ぎ
て
イ
ヤ
に
な
っ
て

き
た
。 

 

成
程
、
小
説
の
解
釈
は
自
由
だ
か
ら
ど
の
作
品
に

ど
の
よ
う
な
論
評
を
加
え
よ
う
と
、
他
人
が
口
を
挟

む
こ
と
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
雪
国
」
と
い

う
作
品
は
、
自
分
が
持
つ
一
つ
の
思
想
や
理
念
の
ワ

ク
の
中
だ
け
で
理
解
し
て
強
調
さ
れ
す
ぎ
る
と
、
作

品
自
体
の
色
彩
が
変
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。 

 

と
書
い
て
し
ま
う
と
、
で
は
お
前
は
「
雪
国
」
を 



ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
と
即
答
を
迫
ら
れ
そ
う
だ
が
、

私
の
場
合
、
川
端
の
小
説
は
必
要
以
上
に
む
ず
か
し

く
考
え
な
い
事
に
し
て
い
る
。 

 

と
な
る
と
、
川
端
の
作
品
を
文
学
レ
ベ
ル
で
考
え

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
例

え
ば
純
文
学
と
い
わ
れ
る
作
品
に
し
て
も
、
全
て
学

者
レ
ベ
ル
で
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
面
白
さ
よ
り
も

先
に
む
ず
か
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

こ
れ
は
今
世
間
で
多
く
み
ら
れ
る
、
中
高
年
者
向

け
の
「
教
養
講
座
」
に
例
を
と
る
と
ハ
ッ
キ
リ
す
る

が
、
こ
ん
な
事
も
原
因
し
て
か
最
近
「
本
」
を
読
む

社
会
人
や
学
生
が
減
少
し
、
国
語
や
文
学
に
対
す
る

理
解
度
の
浅
い
学
生
が
「
文
系
」
と
い
わ
れ
る
学
部

生
に
も
多
く
み
ら
れ
る
。 

 

そ
の
波
及
的
現
象
と
し
て
日
常
使
わ
れ
る
言
葉
が

乱
れ
、
手
紙
も
満
足
に
書
け
な
い
大
人
が
氾
濫
し
て

い
る
。 

 

そ
う
い
う
意
味
で
は
羽
鳥
氏
の
文
献
に
み
ら
れ
る

諸
説
は
、
我
々
に
も
解
り
易
い
し
参
考
に
な
る
と
こ

ろ
が
多
い
。 

 

現
在
、
か
な
り
高
い
レ
ベ
ル
に
在
る
「
川
端
文
学

研
究
会
」
の
会
報
に
、
こ
の
よ
う
な
駄
稿
が
も
し
掲

載
さ
れ
る
と
非
難
を
あ
び
る
こ
と
も
覚
悟
の
う
え
だ

が
、
私
は
今
、
文
学
の
研
究
と
は
果
し
て
何
か
、
出

発
点
に
戻
っ
て
考
え
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

十
月
十
一
日
記 

 
 

七
十
六
歳 

    

川
端
康
成
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム 

 
 
 
 
 
 
 
 

仁 

平 
 

政 

人 
 

 

私
が
現
在
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
川
端
康
成

の
文
芸
活
動
と
二
十
世
紀
初
期
の
所
謂
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
動
向
と
の
交
通
で
あ
る
。
川
端
が
〈
新
感
覚
派
の

旗
手
〉
で
あ
っ
た
こ
と
は
文
学
史
的
な
常
識
と
し
て

定
着
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
初
期
川
端
の
前
衛

主
義
的
な
言
説
や
実
験
的
な
テ
ク
ス
ト
の
性
格
は
、

な
お
多
く
の
点
が
未
解
明
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
川
端
が
そ
の
初
発
期
か

ら
言
語
・
文
章
に
対
す
る
強
い
問
題
意
識
を
示
し
て

い
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り
だ
が
、
こ

う
し
た
川
端
の
認
識
が
一
面
で
一
九
二
〇
〜
三
〇
年

代
に
お
け
る
文
芸
観
の
転
回
と
対
応
し
て
い
る
こ
と

は
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
詳
細
は
別
稿

に
譲
る
が
、
川
端
の
文
芸
観
は
、
約
言
す
れ
ば
、
慣

習
化
さ
れ
た
言
語
の
変
革
を
通
じ
て
人
間
の
認
識
の

（
さ
ら
に
は
生
の
）
あ
り
よ
う
を
更
新
す
る
こ
と
を

理
念
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
川
端
に
お
け
る
新
感
覚

主
義
と
は
そ
の
方
法
論
的
立
場
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た

初
発
期
川
端
の
理
念
的
立
場
が
、
そ
の
高
い
断
片
性

を
特
質
と
す
る
小
説
様
式
を
は
じ
め
と
し
た
以
降
の

多
様
な
文
学
的
営
為
と
明
確
な
対
応
を
示
し
て
い
る

と
共
に
、
他
方
で
は
「
表
現
主
義
」
の
文
脈
に
お
け

る
文
人
画
再
評
価
の
動
向
等
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
、

そ
の
「
東
洋
主
義
」
的
立
場
の
成
立
を
導
い
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
川
端
が
晩
年
ま
で

「
新
感
覚
派
」
と
し
て
の
自
己
規
定
を
行
っ
て
い
た

こ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
脈
絡
か
ら
再
考
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
）
。
こ
う
し
た
点
を
含
め
て
、
川
端
の
文

学
的
営
為
に
つ
い
て
は
、
盟
友
・
横
光
利
一
と
は
ま

た
別
の
形
に
よ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
芸
の
試
み
と
し
て
、

そ
の
同
時
代
的
な
位
相
を
改
め
て
多
面
的
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
は
言
え
、
川
端
の

テ
ク
ス
ト
を
単
に
同
時
代
の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け

る
こ
と
の
み
が
重
要
な
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し

ろ
こ
う
し
た
観
点
を
、
川
端
の
テ
ク
ス
ト
が
様
々
な

形
で
孕
む
奇
妙
な
魅
力
に
接
近
す
る
た
め
の
一
つ
の

補
助
線
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。 

 

鈴
木
彦
次
郎
に
関
し
て
、
二
つ 

須 

藤 
 

宏 

明 
 
 
 
 
 

一 

今
年
の
夏
は
、
何
度
か
石
川
啄
木
記
念
館
を
訪
れ

た
。
訪
れ
た
と
行
っ
て
も
、
勤
務
先
か
ら
車
で
二
十

分
弱
な
の
で
、
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
駒
場
や

横
浜
の
近
代
文
学
館
に
行
く
こ
と
を
思
え
ば
庭
み
た

い
な
も
の
で
あ
る
。 

学
芸
員
の
山
本
玲
子
氏
に
よ
る
と
、
啄
木
研
究
で

は
新
感
覚
派
や
そ
れ
に
纏
わ
る
文
学
者
た
ち
が
、
ど

の
よ
う
に
啄
木
を
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を

正
面
か
ら
扱
っ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
啄
木
全
集
が
出
さ
れ
る
の
は

大
正
八
年
で
あ
り
、
こ
れ
は
か
な
り
の
版
を
重
ね
て

い
る
。
こ
れ
を
契
機
に
啄
木
の
読
者
が
広
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彦
次
郎
も
丹
念
に
こ
の
全
集

を
読
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
だ
が
、
ど
う
や

ら
川
端
も
こ
の
全
集
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で 



あ
る
。「
文
芸
時
代
」
の
「
合
評
会
」
で
川
端
は
、
彦

次
郎
が
「
「
虚
無
思
想
」
に
石
川
啄
木
の
紀
念
碑
建
立

の
こ
と
を
書
い
て
居
る
ん
だ
よ
。
」
と
発
言
し
て
い
る
。

こ
れ
は
彦
次
郎
の
「
巨
石
」
と
い
う
小
説
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
「
啄
木
」
と
は
記
さ
れ
て
お

ら
ず
「
翠
江
」
と
い
う
啄
木
の
最
初
の
筆
名
が
使
用

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
筆
名
は
、
大
正
九
年
の
全
集
の

金
田
一
京
助
の
年
譜
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
翠
江
」
を
見
て
「
啄
木
」
と
結
び
つ

け
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
こ
の
全
集
を
読
ん
で
い
た

か
、
彦
次
郎
か
ら
直
接
聞
い
て
い
た
か
の
ど
ち
ら
か

で
あ
る
。
い
ず
れ
、
興
味
は
持
っ
て
い
た
と
は
言
え

る
。
今
後
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
雑
誌
を
見
て
、

川
端
だ
け
で
な
く
、
啄
木
に
関
す
る
記
述
の
有
無
を

調
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

そ
れ
に
は
、
庭
か
ら
出
て
、
駒
場
や
横
浜
に
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
興
味
は
あ
る
の
だ
が
、
東
京

は
遠
い
な
あ
と
、
窓
の
外
を
見
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

二 

今
度
、
盛
岡
大
学
で
彦
次
郎
に
関
す
る
資
料
収
集

を
本
格
的
に
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
今
は
、
数

人
で
チ
ー
ム
を
組
み
、
古
本
屋
に
あ
た
っ
て
雑
誌
を

集
め
て
い
る
。
以
前
、
図
書
館
学
の
教
員
と
私
の
二

人
で
彦
次
郎
の
文
献
目
録
を
書
誌
的
に
作
っ
た
の
だ

が
、
早
速
、
発
行
年
の
間
違
い
が
見
つ
か
っ
た
。
実

際
に
、
現
物
に
あ
た
っ
て
み
な
い
と
い
け
な
い
と
、

つ
く
づ
く
思
っ
た
。
数
冊
集
め
た
段
階
で
、
見
つ
か

っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
ど
れ
ほ
ど
間
違
い
が
見

つ
け
ら
れ
る
か
と
、
妙
な
期
待
感
に
捕
ら
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
以
上
に
、
新
し
い
作
品
が
見
つ
か
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
と
う
て

い
一
人
で
は
出
来
な
い
の
で
、
川
端
に
詳
し
い
皆
さ

ん
の
情
報
を
、
是
非
と
も
、
お
知
ら
せ
下
さ
り
た
く

思
っ
て
い
る
。 

そ
の
う
ち
、
大
学
で
保
管
し
て
い
る
彦
次
郎
書
簡

を
翻
刻
し
て
公
表
し
た
い
と
準
備
を
進
め
て
い
る
。

ま
た
、
夢
か
も
し
れ
な
い
が
『
鈴
木
彦
次
郎
作
品
集
』

と
い
う
よ
う
な
も
の
を
二
冊
本
ぐ
ら
い
に
ま
と
め
て
、

ど
こ
か
か
ら
出
せ
れ
ば
な
あ
と
、
思
案
し
て
い
る
。 

期
待
は
ま
だ
あ
る
。
去
年
の
鶴
見
大
学
で
の
大
会

の
宴
席
で
、
片
山
倫
太
郎
さ
ん
と
「
彦
次
郎
だ
け
で

な
く
、
石
浜
金
作
や
菅
忠
雄
と
い
っ
た
ち
ょ
っ
と
マ

イ
ナ
ー
系
の
文
学
者
の
研
究
を
何
人
か
で
や
ろ
う

よ
」
と
盛
り
上
が
っ
た
の
だ
が
、
呑
ん
だ
話
し
の
ま

ま
で
終
わ
っ
て
い
る
。
今
後
、
彦
次
郎
収
集
と
併
せ

て
出
来
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。 

  

《
紹
介
》 

研
究
会
・
学
会
・
研
究
誌
な
ど 

 

●
姫
路
文
学
館 

柳 

谷 
 

香 
 

姫
路
文
学
館
は
、
世
界
文
化
遺
産
・
国
宝
姫
路
城

か
ら
北
西
に
少
し
歩
い
た
閑
静
な
住
宅
街
に
あ
り
ま

す
。
姫
路
市
の
市
制
百
周
年
事
業
の
一
環
と
し
て
、

平
成
三
年
四
月
に
開
館
し
ま
し
た
。 

 

郷
土
に
ゆ
か
り
の
作
家
や
歴
史
学
者
ら
の
業
績
と

人
と
な
り
を
展
示
紹
介
す
る
ほ
か
、
古
代
か
ら
現
代

ま
で
の
播
磨
地
方
に
関
す
る
文
学
資
料
の
網
羅
的
収

集
・
調
査
、
概
ね
年
三
回
の
企
画
展
、
各
種
講
座
・

イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
、「
播
磨
の
文
学
情
報
の
発
信

基
地
」
を
目
指
し
て
、
狭
義
の
〈
文
学
〉
に
と
ら
わ

れ
な
い
幅
広
い
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。 

 

展
示
対
象
者
は
、
近
代
日
本
史
学
の
確
立
者
三
上

参
次
、
柳
田
國
男
の
実
兄
で
歌
人
・
国
文
学
者
の
井

上
通
泰
、
哲
学
者
和
辻
哲
郎
、
阿
部
知
二
、
椎
名
麟

三
、
六
十
年
安
保
世
代
の
夭
折
の
歌
人
岸
上
大
作

等
々
。
さ
ら
に
、
父
祖
の
地
で
あ
る
姫
路
に
思
い
を

寄
せ
、
自
ら
「
播
州
門
徒
の
末
裔
」
と
称
し
た
司
馬

遼
太
郎
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ど
の
コ
ー

ナ
ー
も
、
自
筆
原
稿
や
愛
用
の
品
々
か
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
個
性
や
思
索
の
あ
と
が
偲
ば
れ
ま
す
。 

 

建
物
は
、
い
ず
れ
も
安
藤
忠
雄
氏
の
設
計
に
よ
る

北
館
と
南
館
か
ら
成
り
、
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
が
特
徴

的
で
、
こ
れ
だ
け
で
も
来
館
の
価
値
は
あ
り
。
北
館

に
は
、
常
設
展
示
室
と
企
画
展
用
の
特
別
展
示
室
、

講
堂
が
あ
り
、
南
館
は
、
司
馬
遼
太
郎
記
念
室
、
図

書
室
（
貸
出
は
で
き
ま
せ
ん
）
、
映
像
展
示
室
等
を
備

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
別
棟
の
和
風
建
築
「
望
景
亭
」

は
、
畳
を
活
か
し
た
催
し
に
使
用
さ
れ
る
ほ
か
、
茶

会
や
勉
強
会
な
ど
の
場
（
有
料
）
と
し
て
市
民
に
も

人
気
で
す
。 

 

北
館
の
屋
上
テ
ラ
ス
は
、
実
は
姫
路
城
を
眺
め
る

隠
れ
た
穴
場
。
新
幹
線
の
窓
か
ら
し
か
見
た
こ
と
の

な
い
人
は
、
ぜ
ひ
こ
こ
で
優
美
な
お
城
を
バ
ッ
ク
に

写
真
を
一
枚
ど
う
ぞ
。 

 

Ｊ
Ｒ
姫
路
駅
か
ら
は
、
書
写
方
面
行
き
の
バ
ス
が

便
利
。「
市
之
橋
・
文
学
館
前
」
下
車
、
北
へ
歩
い
て

間
も
な
く
で
す
。
入
館
料
は
、
常
設
展
が
一
般
三
百

円
。
企
画
展
は
別
料
金
と
な
り
ま
す
。 

 



 

な
お
、
一
般
の
観
覧
や
、
開
架
で
の
ち
ょ
っ
と
し

た
調
べ
も
の
以
外
に
、
特
に
研
究
や
卒
論
な
ど
で
閉

架
資
料
の
閲
覧
を
希
望
す
る
方
に
は
、
そ
の
都
度
個

別
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
担
当
の
学
芸
員
が
、
目
的

や
お
話
を
伺
っ
た
上
で
準
備
を
し
て
お
待
ち
し
ま
す

の
で
、
で
き
る
限
り
事
前
に
御
相
談
下
さ
い
。
急
な

お
申
し
出
の
場
合
、
や
む
を
得
ず
そ
の
場
で
対
応
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

公
立
・
私
立
を
問
わ
ず
、
文
学
館
施
設
は
、
昨
今

ど
こ
も
厳
し
い
状
況
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
姫

路
文
学
館
で
は
職
員
一
同
、
息
の
長
い
活
動
に
な
る

よ
う
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
一
度
ア
ク
セ
ス
し
て
み
て
下
さ
い
ね
。 

 

〒
六
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〇
―
〇
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●
一
葉
記
念
館 

佐 

藤 
 

晃 

子 

台
東
区
立
一
葉
記
念
館
は
「
一
葉
の
文
学
業
績
を

後
世
に
遺
し
た
い
」
と
の
地
元
住
民
の
熱
意
に
応
え
、

昭
和
三
十
六
年
に
こ
こ
台
東
区
竜
泉
の
地
に
建
設
さ

れ
ま
し
た
。
女
流
作
家
の
単
独
記
念
館
と
し
て
は
我

が
国
初
の
記
念
館
と
し
て
開
館
し
て
か
ら
四
十
余
年

の
歳
月
が
経
過
し
て
い
ま
す
。 

年
平
均
一
万
二
千
人
程
度
だ
っ
た
来
館
者
数
は
昨

年
度
は
二
万
五
千
人
。
今
年
度
は
現
時
点
で
三
万
人

を
超
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
一
葉
が
肖
像
と
し
て
選

ば
れ
た
新
五
千
円
札
が
発
行
さ
れ
た
今
月
は
、
小
さ

な
小
さ
な
記
念
館
が
、
壊
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
心
配
に
な
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
方
が
ご
来
館
く

だ
さ
い
ま
す
。
記
念
館
の
中
に
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て

い
た
時
間
が
、
急
に
忙
し
く
動
き
出
し
た
よ
う
に
感

じ
ま
す
。 

 

新
札
発
行
が
も
た
ら
し
た
一
葉
ブ
ー
ム
。 

記
念
館
に
勤
め
出
し
て
驚
い
た
こ
と
の
一
つ
が
中
高

年
層
の
方
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
妙
さ
。
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
で
一
葉
記
念
館
が
特
集
さ
れ
た
翌
日
は
、
必

ず
「
昨
日
の
番
組
を
見
て
一
度
来
て
見
た
く
て
。
」
と

い
う
来
館
者
の
方
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ

の
番
組
が
深
夜
の
番
組
で
あ
っ
て
も
。
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
力
を
痛
感
す
る
と
と
も
に
、
中
高
年
層
の
方
の

パ
ワ
ー
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。 

 
現
在
一
葉
記
念
館
で
は
、
特
別
展
「
一
葉
と
龍
泉

寺
町
―
『
た
け
く
ら
べ
』
の
舞
台
―
」
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
建
物
の
老
朽
化
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、

２
０
０
６
年
秋
の
完
成
を
目
途
に
改
築
が
決
ま
り
、

現
在
そ
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
現
記
念
館
で
の
特
別
展
の
開
催
は
今
回
が
最
後

と
な
り
ま
す
。
一
葉
が
下
谷
龍
泉
寺
町
に
暮
ら
し
た

の
は
十
ヶ
月
に
満
た
な
い
期
間
で
し
た
が
、
こ
の
地

で
荒
物
・
駄
菓
子
屋
を
営
ん
だ
生
活
体
験
か
ら
『
た

け
く
ら
べ
』
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
地
元
住
民

の
熱
意
で
生
ま
れ
た
記
念
館
。
二
十
四
年
と
い
う
一

葉
の
生
涯
に
と
っ
て
下
谷
龍
泉
寺
町
で
の
生
活
は
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
を
問
い
直
し
、
こ
こ

に
記
念
館
が
存
在
す
る
意
義
を
顕
彰
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
今
ま
で
一
葉
記
念
館
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た

多
く
の
方
々
へ
感
謝
申
上
げ
た
い
と
こ
の
特
別
展
を

企
画
し
ま
し
た
。 

 

文
学
館
運
営
の
理
想
に
は
程
遠
い
記
念
館
で
す
が
、

訪
れ
た
方
が
何
か
気
づ
き
を
も
っ
て
帰
っ
て
く
だ
さ

る
よ
う
な
記
念
館
を
目
指
し
て
、
今
あ
る
も
の
を
大

切
に
し
て
一
歩
ず
つ
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

●
阿
部
知
二
研
究
会
の
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森 

本 
 

穫 
 

姫
路
地
方
を
中
心
に
、「
阿
部
知
二
研
究
会
」
を
作

っ
て
か
ら
十
年
あ
ま
り
に
な
り
ま
す
。 

 

知
二
は
姫
路
生
ま
れ
で
は
な
い
の
で
す
が
、
少
年

時
代
以
降
は
姫
路
に
住
ん
だ
の
で
、
姫
路
出
身
と
い

っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
の
で
す
。 

 

阿
部
知
二
研
究
会
は
、
知
二
の
人
間
と
文
学
を
、

よ
り
深
く
知
ろ
う
と
い
う
の
が
目
的
で
、
現
在
会
員

百
二
十
名
ほ
ど
で
す
。 

 

こ
の
研
究
会
が
ほ
か
と
違
っ
て
い
る
点
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
知
二
の
研
究
者
の
会
で
は
な
く
、
一
般

市
民
と
研
究
者
の
双
方
が
入
会
し
、
双
方
が
刺
激
し

あ
っ
て
上
記
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
、
と
い
う
も
の

で
す
。 

 

研
究
者
た
ち
が
探
究
し
た
も
の
を
、
で
き
る
だ
け

わ
か
り
や
す
く
一
般
市
民
に
説
明
す
る
、
還
元
す
る
、

と
い
う
形
を
取
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
市
民
の
会

員
も
、
全
国
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。 

 

活
動
は
四
月
下
旬
に
知
二
忌
の
あ
つ
ま
り
、
秋
の

終
わ
り
に
秋
季
研
究
大
会
、
そ
れ
に
年
三
回
（
行
事

の
な
い
隔
月
）
の
読
書
研
究
会
、
と
か
ら
成
っ
て
い 



ま
す
。
時
々
、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
と
い
う
会
誌
を
つ

く
っ
て
、
会
員
に
送
付
し
て
い
ま
す
。 

 
た
と
え
ば
九
月
の
読
書
研
究
会
で
は
、「
阿
部
知
二

の
短
歌
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
私
が
講
師
を
つ
と
め
、

レ
ジ
メ
を
作
っ
て
お
い
て
、
知
二
の
短
歌
を
一
緒
に

読
み
ま
し
た
。 

 

知
二
は
八
高
時
代
に
熱
心
に
作
歌
し
て
お
り
、
そ

の
後
も
、
折
々
―
―
た
と
え
ば
戦
地
で
―
―
作
っ
て

い
ま
す
。
知
二
に
と
っ
て
は
、
親
し
み
や
す
い
ジ
ャ

ン
ル
の
よ
う
で
す
。 

 

参
加
は
二
十
五
名
、
姫
路
文
学
館
の
和
室
―
―
望

景
亭
で
行
い
ま
し
た
。 

 

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
姫
路
文
学
館
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
と
、
播
磨
出
身
の
文
学
者
の
資
料
を
集
め
展
示

し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
の
活
動
の

多
彩
さ
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
域
の
文
学
活
動
の
拠

点
と
い
っ
た
趣
が
あ
り
、
幾
種
類
も
の
講
演
会
を
は

じ
め
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
文
学
活
動
の
場
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
安
価
に
場
所
を
貸
し
て
も
ら
え
る

の
も
、
我
々
に
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。 

 

姫
路
城
の
す
ぐ
お
隣
に
、
安
藤
忠
雄
さ
ん
の
設
計

に
よ
る
瀟
洒
な
建
物
が
建
っ
て
い
る
、
そ
れ
が
文
学

館
で
す
。
お
近
く
に
お
い
で
の
節
は
、
ぜ
ひ
姫
路
文

学
館
に
立
ち
寄
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。    

 

●
室
生
犀
星
学
会 

河 

野 
 

基 

樹 
 

凡
そ
ふ
た
昔
く
ら
い
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
、
北
陸
・
金
沢
に
「
室
生
犀
星
学
会
」
と
い
う

名
の
学
術
団
体
が
あ
り 

―
― 

も
ち
ろ
ん
今
も
あ
り

ま
す
よ 

―
― 

、
特
に
、
秋
口
の
頃
の
そ
の
毎
年
の

集
ま
り
は
、
色
々
な
催
し
物
が
目
白
押
し
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
・
そ
れ
は
と
て
も
楽
し
い
ら
し
い
、
と
い
う

噂
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

 

当
時
は
、「
学
会
」
と
呼
ば
れ
る
そ
の
よ
う
な
会
に

ど
う
や
っ
た
ら
参
加
で
き
る
の
か
も
小
生
は
知
ら
ず
、

ま
た
、
そ
れ
を
懇
切
に
教
示
し
下
さ
る
よ
う
な
先
達

も
周
り
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
つ
し

か
、
何
と
な
く
だ
い
ぶ
ん
時
も
過
ぎ
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
最
近
に
な
っ
て
、
東
京
に
お
い
て
、
こ

の
会
の
「
東
京
の
つ
ど
い
」
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う

か
、
勉
強
の
会
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
下
さ
る
方
が

居
ら
れ
て
、
勇
ん
で
参
加
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
「
東
京
例
会
」
は
、
隔
月
に
年
五
回
催
さ
れ
、

研
究
発
表
者
を
募
っ
て
、
週
末
の
一
日
、
通
常
二
人

の
学
術
発
表
を
行
う
。
ま
た
、
大
会
は
春
（
金
沢
）

と
秋
の
二
回
開
催
。「
室
生
犀
星
研
究
」
を
発
行
（
現

在
、
２７
輯
）
。
こ
こ
に
最
近
の
会
の
「
案
内
」
を
書

き
写
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
ち
な
み
に
例
会
で
は
、

犀
星
晩
年
の
昭
和
三
十
年
代
の
小
説
が
終
り
、
昭
和

二
十
年
代
の
小
説
を
扱
っ
て
い
る
。 

 

９
月
２５
日
東
京
例
会 

「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
論
（
小
川
原
健
太
） 

「
蝶
紋
白
」
論
（
木
村
洋
子
） 

１１
月
２７
日
東
京
例
会 

「
餓
人
伝
」
論
（
島
崎
昇
児
） 

「
お
天
気
博
士
」
論
（
澤
田
繁
春
） 

  

室
生
犀
星
と
そ
の
文
学
が
、
「
好
き
で
た
ま
ら
な

い
」
と
か
、「
語
り
合
う
場
が
ほ
し
い
」
と
感
じ
て
お

ら
れ
る
方
に
は
、
ご
参
加
を
お
薦
め
し
た
い
（
河
野

ま
で
問
合
せ
を
）
。
川
端
文
学
研
究
会
の
会
員
か
ら
は
、

澤
田
繁
春
、
竹
内
清
己
、
森
晴
雄
、
山
田
吉
郎
（
五

〇
音
順
）
の
諸
氏
が
こ
の
会
に
参
加
さ
れ
て
い
る
。

会
員
の
登
録
を
す
れ
ば
、
先
述
し
た
、
例
の
楽
し
い

秋
の
全
国
大
会
の
「
案
内
」
状
も
、
お
手
元
に
届
き

ま
す
。 

 

事
務
局 

金
沢
学
院
短
大 

笠
森
研
究
室 

 
 
 
 

〒
九
二
〇
―
一
三
〇
三 

金
沢
市
末
町
十 

 

●
「
私
小
説
研
究
」 

 
 
 
 
 
 

梅 

澤 
 

亜 

由 

美 
 

今
回
、
川
端
文
学
研
究
会
の
「
会
報
」
で
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
「
私
小
説
研
究
」
は
、

法
政
大
学
大
学
院
私
小
説
研
究
会
が
刊
行
し
て
い
る

研
究
誌
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
創
刊
し
、
現

在
、
第
五
号
ま
で
が
刊
行
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
三
月

に
向
け
て
第
六
号
の
準
備
を
し
て
い
る
。「
私
小
説
研

究
」
で
は
、
研
究
会
活
動
の
成
果
と
し
て
発
表
さ
れ

る
会
員
の
論
文
・
小
論
と
、
肯
定
、
否
定
に
関
わ
ら

ず
私
小
説
に
対
す
る
多
く
の
意
見
を
集
め
る
た
め
の

エ
ッ
セ
イ
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
依
頼

の
原
稿
と
に
よ
っ
て
、
私
小
説
と
は
何
か
を
探
求
し

て
い
る
。
ま
た
、
毎
号
特
集
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
お

り
、
こ
れ
ま
で
創
刊
号
か
ら
順
に
〈
戦
後
文
学
と
私

小
説
〉
〈
私
小
説
の
源
流
〉
〈
私
小
説
・
女
た
ち
の
展

開
〉
〈
戦
争
と
私
小
説
〉
〈
私
小
説
・
そ
の
境
界
〉
と

い
っ
た
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
き
た
。 

 

研
究
会
活
動
は
、
会
員
に
よ
る
研
究
発
表
と
研
究 



誌
の
編
集
作
業
と
で
成
り
立
ち
、
現
在
は
二
〇
人
程

で
活
動
を
し
て
い
る
。
研
究
発
表
は
、「
私
小
説
研
究
」

に
論
文
・
小
論
を
発
表
す
る
会
員
の
一
応
の
義
務
と

な
っ
て
お
り
、
一
回
に
つ
き
一
人
が
発
表
、
二
時
間

程
皆
で
討
議
を
行
う
。
現
在
は
、
一
月
二
回
の
ペ
ー

ス
で
行
わ
れ
て
お
り
、
先
頃
の
一
〇
月
二
八
日
の
研

究
会
を
も
っ
て
通
算
八
一
回
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の

内
容
は
〈
研
究
会
報
告
〉
と
し
て
、
研
究
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

（http://w
w

w
2.tky.3w

eb.ne.jp/~tom
asu/i-no

vel/

）
。
組
版
を
含
め
て
、
研
究
誌
を
会
員
で
作
成
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
月
半
ば
に
編
集
作
業
が
は
じ

ま
る
と
、
査
読
、
校
正
作
業
が
毎
週
の
よ
う
に
続
く
。 

 

川
端
文
学
研
究
会
と
の
縁
を
書
く
と
、
私
に
と
っ

て
、
川
端
文
学
研
究
会
は
学
会
、
研
究
会
を
含
め
て

は
じ
め
て
所
属
し
た
会
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇

〇
年
か
ら
の
三
年
間
、
事
務
局
を
担
当
し
た
こ
と
に

よ
り
、
研
究
会
を
運
営
す
る
上
で
様
々
な
こ
と
を
学

ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
私
小
説
研
究
会
の
運

営
方
法
は
自
然
と
川
端
文
学
研
究
会
を
参
考
に
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
川
端
文
学
研
究
会
で
は
、
そ

れ
ま
で
論
文
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
多
く
の
方
々
と

お
近
づ
き
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ま
で
「
私
小

説
研
究
」
掲
載
の
エ
ッ
セ
イ
、
書
評
、
ア
ン
ケ
ー
ト

と
様
々
な
面
で
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。 

 

な
お
、
値
段
は
全
号
一
冊
八
〇
〇
円
（
税
込
み
、

送
料
別
）
で
、
販
売
方
法
は
直
販
の
み
。
葉
書
に
よ

る
注
文
（
〒
１
６
２
―
０
８
４
３ 

新
宿
区
市
谷
田

町
二
―
五
―
一
二 

法
政
大
学

92
年
館 

９
Ｆ 

日
本
文
学
専
攻
室
内
）
、
あ
る
い
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
研
究

会
の
ア
ド
レ
ス
（inovel@

tky2.3w
eb.ne.jp

）
に

注
文
し
て
頂
く
形
と
な
っ
て
い
る
（
興
味
を
持
た
れ

た
方
、
ぜ
ひ
ご
購
入
下
さ
い
）
。 

   
 

「
弱
き
器
」
「
火
に
行
く
彼
女
」
「
鋸
と
出
産
」

の
初
出
に
つ
い
て 

森 
 

晴 

雄 
 

 

こ
れ
ま
で
未
確
認
で
あ
っ
た
掌
の
小
説
「
弱
き
器
」

「
火
に
行
く
彼
女
」「
鋸
と
出
産
」
の
初
出
誌
「
現
代

文
藝
」
（
大
正
１３
年
９
月
号
）
が
、
曽
根
博
義
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
た
。（
詳
細
は
同
氏
の
「
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｉ
Ｎ
」

二
〇
〇
四
年
三
月
号
掲
載
の
「
川
端
康
成 

『
夢
四

年
』
の
初
出
稿
」
を
参
照
）
。
三
作
の
初
出
「
夢
四
年
」

は
「
１
」
〜
「
４
」
の
全
四
節
で
構
成
さ
れ
、「
四
年

間
の
日
記
か
ら
一
年
に
一
つ
づ
つ
夢
を
四
つ
書
き
抜

い
て
み
る
。
」
と
書
き
出
さ
れ
た
一
篇
の
小
説
。「
１
」

が
定
稿
の
「
弱
き
器
」
、「
２
」
が
「
火
に
行
く
彼
女
」

に
ほ
ぼ
全
文
生
か
さ
れ
、「
４
」
は
大
幅
に
改
稿
さ
れ

て
「
鋸
と
出
産
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
題
名
が
付
さ

れ
て
、『
感
情
装
飾
』（
金
星
堂 

大
正
１５
・
６
）
に

収
録
さ
れ
た
。
な
お
、「
３
」
は
狂
犬
の
話
で
全
集
未

収
録
。 

 

こ
れ
ら
の
初
出
に
つ
い
て
触
れ
た
論
文
に
、
福
田

淳
子
「
川
端
康
成
全
集
未
収
録
作
品
『
夢
四
年
』
論

―
「
夢
四
年
」
か
ら
「
弱
き
器
」
「
火
に
行
く
彼
女
」

「
鋸
と
出
産
」
へ
」（
「
学
苑
」
七
六
四
号 
平
成
１６
・

５
）
、
な
ら
び
に
森
晴
雄
「
川
端
康
成
『
鋸
と
出
産
』

論
―
爽
や
か
な
喜
び
」（
「
解
釈
」
平
成
１６
・
７
、
８
）
、

「
川
端
康
成
『
弱
き
器
』
論
―
堀
辰
雄
『
鼠
』
に
触

れ
つ
つ
」（
「
群
系
」
平
成
１５
・
１０
）
な
ど
が
あ
る
。 

                           



川端康成参考文献  平成 15年度 10月～16年 12月     森晴雄 
１ 単行本 
大久保喬樹 『川端康成 美しい日本の私』ミネルヴァ書房 平成 16年 4月 
新潮文庫編 『文豪ナビ 川端康成』  12月 
２ 紀要 
種岡尚子  川端康成『山の音』論―信吾と菊子の関係性をめぐって 
      「玉藻」39号 フェリス女学院大学国文学会 平成 15年 11月 
仁平政人  川端康成「招魂際一景」の方法と位相 
      「日本芸論稿」28号 東北大学文芸談話会 11月 
三浦 卓  川端康成「たまゆら」試論―定型化への縮図として 
      「三田国文」38号  慶應義塾大学国文学研究室 12月 
金 順熙  川端康成「伊豆の踊子」記憶される「私」の伊豆旅行  「解釈」 平成 16・1、2 
金 惠妍  川端康成『雪国』考察―島村の空虚について  

「論集」37号 梅光学院大学・女子短期大学部 1月 
『山の音』に描かれている女性たち―菊子の両面性を含めて 
「日本文学研究」第 39号 梅光学院大学日本文学会 1月 

西現寺雅絵 川端康成「死体紹介人」の「私」―その機能― 
      「相模国文」31号 相模女子大学国文研究会 3月 
三田英彬  川端康成と湯ヶ島 「大正大学研究紀要」89号 3月 
高橋真理  川端康成の「犯罪」小説―「『鬼熊』の死と踊子」「それを見た人達」「田舎芝居」「金

塊」  「明星大学研究紀要」12号 ３月 
羽鳥徹哉  「再会」その他―終戦前夜の川端  「成蹊国文」37号 ３月 
鄭 香在  「雪国」の映画性と文学性  「成蹊国文」37号 3月 
羽鳥徹哉  「ある人の生のなかに」について  「成蹊大学文学部紀要」 3月 
河野育子  川端康成「青い海黒い海」考 
      「神女大国文」15号 神戸女学院大学国文学会 3月 
緒方維章  川端康成「火に行く彼女」試行（一）―その〈胸の嘆き〉を繞り 
      「和洋国文研究」39号 3月 
福田淳子  川端康成全集未収録作品「夢四年」論―「夢四年」から「弱き器」「火に行く彼女」「鋸

と出産」へ  「学苑」764号 5月 
東雲かやの 川端康成、その“政治”的まなざし―「たんぽぽ」を読む― 
      「法政大学日本文学誌要」 7月 
片山倫太郎 川端康成における宗教関連文献の受容についての調査研究（一）―『海の火祭』およ

び『抒情歌』における仏書二点  「岡山大学文学部紀要」41号 7月 
坂元さおり 川端康成と朱天心、二つの〈古都〉―暴露―隠蔽される暴力性の所在 
      「日本語日本文学」29号 輔仁大学外語学院 7月 
３ 雑誌 
森 晴雄  川端康成「スリの話」―胎動の高電圧   「雲」平成 15年 10、11月 
      川端康成「母」―母親・結婚讃歌     「雲」12月～平成 16年 5月 
      川端康成「土産」―道徳         「雲」6月～8月 
      川端康成「質屋にて」“居丈高”と“無愛想”「雲」9月～12月 
      川端康成「鋸と出産」論―“爽やかな喜び” 「解釈」7、8月 
片山倫太郎『雪国』の改稿にみる「物語」の方法への素描 



      岡山大学文学部プロジェクト研究報告書『日本幻想小説の詩学と物語論』 2月 
高橋真理  川端康成と富士  「国文学」3月 
副田賢二  「浅草紅団」をめぐって―「復興の東京」と「女」たち 
      「昭和文学研究」48号 3月 
曽根博義  川端康成「夢四年」の初出稿  「ＣＡＢＩＮ」第 6号 3月 
高比良直美 川端康成「たまゆら」調査から見えてきたもの  「青淵」 3月 
張 月環  川端康成の『有難う』の遠近 

「東アジア 日本語教育・日本文化研究会」第七輯 3月 
      川端康成の『美しさと哀しみと』における音子の愛の行方  「解釈」7、8月 
玄侑宗久  「みずうみ」という魔界―川端康成『みずうみ』  「新潮」6月 
十重田裕一 つくられる「日本」の作家の肖像―高度経済成長期の川端康成 「文学」11、12月 
深沢晴美  川端康成「虹いくたび」論―虚空にかかる〈反橋〉／虚像の反復 
      「芸術至上主義文芸」 11月 
４ 単行本所収論文 
柳沢孝子・高橋真理『文章の達人 家族への手紙 １ 父より娘へ』ゆまに書房 平成 15年 11月 
 Ⅰ 安らかな日々の中で 柳沢孝子 
第一章 そばにいて教えてあげたいと…―父の思い 川端康成 政子あて（三通） 
第二章 ながさきへついたついた…―旅路にて 川端康成 政子あて（五通） 

 Ⅱ 戦いの中で 高橋真理 
第一章 ぜひ生き延びて―戦時下の父 川端康成 政子あて（一通） 
第二章 変わり過ぎるぐらい変わってしまった―新しい時代に 川端康成 政子あて（二通） 

Ｍ・Ｊ・プラダ＝ヴィンセンテ  第二部 日本文学の運命  第五章モデルニスモと川端康成   
第六章 美しい日本の私 
『日本文学の本質と運命―『古事記』から川端康成まで』九州大学出版会 平成 16年 1月 

  Ｅ・Ｇ・サンデンステッカー 「５ 文人たち」 
『流れゆく日々 サイデンステッカー自伝』時事通信社 7月 

川西政明  川端康成の終焉―日本と向き合う  『小説の終焉』岩波新書 9月   
平岡敏夫  〈夕暮れ〉の少女たち―「川端康成『掌の小説』より  

『〈夕暮れ〉の文学史』おうふう 10月 
坂崎重盛  「新宿御苑 川端康成『山の音』」 

『一葉からはじめる東京町歩き』実業の日本社 10月 
５ 新聞 
魔界が持つ深淵 大久保喬樹氏に聞く『川端康成』 「図書新聞」2676号 平成 16年 5月 1日 
平間彌生さん 川端康成氏との出会い 少女の純粋性と見抜く  「読売新聞」10月 25日 
６ 書評 
羽鳥徹哉  大久保喬樹著『川端康成 美しい日本の私』 「週間読書人」6月 4日 
佐藤秀明  平山城児『川端康成 余白を埋める』  

「日本文学」91号 立教大学日本文学会 12月 
山田吉郎  森晴雄著『川端康成「掌の小説」論―「雨傘」その他』 
      「室生犀星研究」26 平成 15年 10月 
河野基樹  森晴雄著『川端康成「掌の小説」論―「雨傘」その他』 
      「芸術至上主義文芸」29 11月 
村木 哲  精緻な書誌的分析 川端文学の「達成」を解読する“入り口” 森晴雄著『川端康成 



「掌の小説」論―「貧者の恋人」その他』 「図書新聞」2704号 12月 4日 
 
補遺  平成 15年 1月～9月 
竹内清己  川端康成『伊豆の踊子』―伝承のシステム 
      川端康成『雪国』―空間システムと伝統様式 
       川端康成の芸術家悲劇論 
      川端康成の死生観    
      『日本近代文学伝統論 民族／芸能／無頼』おうふう 平成 15年 1月 
川端康成 （誰もが魅了される回春のベット） 
 達人倶楽部 編著『性の取憑かれた文豪たち 〈達人たちの悦楽〉』ワンツーマガジン社 4月 
富岡幸一郎 ２ 戦後１ 川端康成『眠れる美女』 エロスが純粋な極限がゆらめく、異様な傑作 
      『打ちのめされるような すごい小説』 飛鳥新社 6月 
二瓶浩明  『硝子』の思想  千葉正昭・田中実編『技術立国ニッポンの文学』鼎書房 3月 
金 順熙  梶井基次郎と川端康成―梶井基次郎「川端康成第四短篇集『心中』を主題とせるヴァ

リエイション」を中心に  「文芸研究科論集」30号 3月 
中嶋展子  川端康成『片腕』の構造  「国文論稿」 岡山大学言語国語国文会 3月 
韓 輝源  川端康成「みづうみ」論  「日本文学論集」27号 大東文化大学大学院 3月 
三浦 卓  川端康成「住吉」論―事態としての「引用」   

「藝文研究」84号 慶応義塾大学藝文学会 6月 
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