
   
も
ど
か
し
き
〈
不
在
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

細 

谷 
 

博 
  

伊
藤
整
の
『
変
容
』
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

初
老
の
画
家
の
私
生
活
、
女
と
の
交
わ
り
の
心
理

が
克
明
に
語
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
こ
の
社
会
の
た

だ
中
に
在
る
、
現
実
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
迫
っ

て
く
る
。
老
い
て
む
し
ろ
倫
理
か
ら
の
解
放
を
感
じ

つ
つ
あ
る
「
私
」
は
、
よ
り
自
由
に
奔
放
に
生
き
ん

と
し
、「
人
生
に
は
予
定
外
の
こ
と
が
色
々
と
あ
る
も

の
だ
」
、
「
感
覚
の
求
め
る
も
の
す
べ
て
を
善
と
し
た

い
」
な
ど
と
嘯
く
。
そ
の
目
は
女
た
ち
の
「
変
容
」

―
―
老
い
を
見
据
え
つ
つ
、
な
お
形
を
変
え
て
息
づ

く
「
美
」
と
「
性
」
を
味
わ
い
つ
く
そ
う
と
す
る
の

だ
。
「
好
色
」
文
学
の
傑
作
で
あ
り
、
「
老
い
」
の
学

び
で
も
あ
る
。「
愛
情
」
と
「
金
銭
」
の
配
慮
、
そ
の

「
生
活
と
意
見
」
も
示
唆
に
富
む
。「
芸
術
」
に
つ
い

て
も
又
―
―
「
私
が
一
生
に
描
く
絵
の
う
ち
、
本
当

の
仕
事
と
い
う
の
は
、
ど
の
絵
に
も
か
す
か
に
漂
っ

て
い
る
極
め
て
小
さ
な
、
些
細
な
部
分
で
あ
る
。
そ

し
て
私
は
、
そ
の
種
の
小
さ
な
こ
と
を
、
私
の
幾
倍

も
、
幾
十
倍
も
為
し
得
る
画
家
た
ち
が
存
在
し
た
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
世
間
が
、
画
壇
が
そ
の
常
識
と

し
て
考
え
て
い
る
の
と
別
な
極
く
小
さ
な
と
こ
ろ
に
、

真
の
仕
事
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
だ
」
。
か
く
の
如
く

自
分
の
「
仕
事
」
の
「
小
さ
な
」
確
実
性
を
受
け
と 

め
つ
つ
、
自
ら
の
「
性
」
を
も
「
善
」
と
し
て
享
受 

   

で
き
る
境
地
と
は
、
と
羨
み
、
か
つ
ま
た
「
い
や
な

臭
気
を
放
つ
と
こ
ろ
の
、
執
着
の
強
い
老
い
た
る
動

物
」
と
顧
み
て
、
自
己
の
お
ぞ
ま
し
い
姿
に
嘆
息
し
、

「
人
生
の
真
相
と
い
う
の
は
捉
え
ら
れ
な
い
」
と
呟

く
「
私
」
に
も
共
感
す
る
。
た
っ
ぷ
り
と
し
た
読
後
、

ま
さ
に
、
伊
藤
整
の
人
間
理
解
の
「
自
在
な
到
達
点
」

（
平
野
謙
）
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。 

 

そ
し
て
―
―
、
わ
が
川
端
文
学
に
は
そ
れ
が
無
い

の
だ
。
い
や
、
そ
れ
ら
「
老
い
」
や
「
性
」
に
関
し

て
の
も
ろ
も
ろ
の
読
み
取
り
は
読
み
手
の
側
の
自
由

で
あ
る
、
し
か
し
、
作
品
自
体
に
は
そ
う
し
た
確
か

な
認
識
、
姿
勢
、
指
針
と
い
っ
た
も
の
が
ど
こ
に
も

見
当
た
ら
ぬ
と
感
じ
さ
せ
る
の
だ
。
そ
れ
が
、
今
の

私
に
と
っ
て
川
端
作
品
の
魅
力
で
あ
り
、
問
う
に
価

す
る
も
ど
か
し
き
〈
不
在
〉
で
あ
る
。 

  

「
こ
の
世
な
ら
ぬ
美
」
川
端
文
学
の
魅
力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山 

中 
 

正 

樹 
  

私
と
川
端
文
学
の
出
会
い
は
二
十
一
年
前
。
大
学

の
一
般
教
養
の
講
義
で
「
千
羽
鶴
」
を
読
ん
だ
。
担

当
は
中
世
文
学
の
美
濃
部
重
克
先
生
。
先
生
は
、
日

本
近
代
の
小
説
を
何
篇
か
取
り
上
げ
ら
れ
、
時
間
・

空
間
・
語
り
・
イ
メ
ー
ジ
（
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
）
な
ど

の
分
析
概
念
を
用
い
て
講
義
を
な
さ
れ
た
。 

 

当
時
哲
学
科
だ
っ
た
私
に
は
、
先
生
の
講
義
は
新

鮮
で
毎
回
の
講
義
が
楽
し
み
だ
っ
た
。
小
説
を
読
む

喜
び
も
教
え
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
う
。 

 

そ
の
時
に
最
も
心
に
残
っ
た
作
家
が
、
川
端
康
成

だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
私
は
、「
伊
豆
の
踊
子
」「
雪
国
」

「
山
の
音
」
「
み
づ
う
み
」
「
片
腕
」
「
眠
れ
る
美
女
」

と
川
端
の
作
品
を
読
み
漁
っ
た
。 

 

川
端
の
作
品
を
読
み
進
む
う
ち
に
、
自
分
の
中
に

ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
っ
て
来
た
。
そ
れ

は
川
端
の
描
き
出
す
作
品
世
界
は
、「
氷
の
柱
の
中
心

で
幽
か
に
燃
え
る
青
白
い
炎
」
だ
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
は
な
は
だ
抽
象
的
な
表
現
で
あ
り
、
幼
い
印
象

で
あ
る
こ
と
は
お
許
し
戴
き
た
い
。 

 

そ
の
時
私
は
、
「
生
と
死
」
「
美
と
醜
」
「
善
と
悪
」

「
彼
岸
と
此
岸
」
な
ど
、
相
容
れ
ぬ
も
の
が
同
時
に

存
在
す
る
川
端
文
学
の
特
質
と
、
そ
れ
ゆ
え
現
実
の

世
界
に
は
存
在
し
が
た
い
川
端
文
学
の
美
し
さ
を
、

漠
然
と
と
ら
え
て
い
た
の
だ
と
思
う
。 

 

い
ま
さ
ら
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
私
の
抱
い
た

印
象
は
、「
雪
国
」
の
「
夕
景
色
の
鏡
」
が
描
き
出
す
、

「
こ
の
世
な
ら
ぬ
象
徴
の
世
界
」
に
通
ず
る
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
九
歳
の
私
に
と

っ
て
川
端
の
作
品
世
界
は
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
美
し
く

冷
徹
な
世
界
で
あ
り
、
強
烈
な
印
象
と
な
っ
て
、
し

ば
ら
く
心
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。
氷
の
中
で
揺
ら
め

く
青
白
い
炎
が
、
つ
ね
に
眼
の
前
に
妖
し
く
輝
い
て

い
る
よ
う
に
も
感
じ
た
。 

 

そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
後
年
私
を
、
川
端
文
学
研
究
に

向
け
さ
せ
た
。
そ
し
て
い
ま
も
な
お
、
私
の
心
の
片

隅
に
は
、
そ
の
「
青
白
い
幽
か
な
炎
」
が
揺
ら
め
い

て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。 

 

会
報 

 

川
端
文
学
研
究
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
〇
〇
三
・
十
一 



 

「
み
づ
う
み
」
に
魅
せ
ら
れ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河 

野 
 

育 

子 
  

理
系
志
望
だ
っ
た
高
校
三
年
生
の
夏
、
母
が
入
院

し
、
点
滴
の
待
ち
時
間
に
読
ん
だ
の
が
、
川
端
康
成

の
「
み
づ
う
み
」
で
し
た
。 

 

「
伊
豆
の
踊
子
」
の
清
々
し
さ
を
覆
す
魔
的
な
水

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
明
確
な
答
え
を
求
め
る
理
系
の
価

値
観
を
打
ち
砕
く
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
行
間
を
超

え
て
伝
わ
る
恐
ろ
し
さ
に
惹
き
込
ま
れ
、
百
八
十
度

進
路
を
変
更
し
、
文
学
部
に
入
学
、
更
に
大
学
院
に

進
学
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
恩
師
に
出
会
い
、
言
葉
の
深
い
世
界
に
導

か
れ
、
川
端
の
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
多
面
的
な
作

品
世
界
に
、
一
層
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
自
分
な
り
に
、
川
端
作
品
の
一
照
射
を
試

み
た
い
と
奮
戦
す
る
日
々
で
す
。
迷
っ
た
と
き
、
考

え
に
つ
ま
っ
た
と
き
に
思
い
出
す
の
は
、
あ
の
高
三

の
夏
の
感
動
で
あ
り
、
時
が
た
つ
ほ
ど
に
鮮
や
か
に

な
る
そ
れ
に
、
改
め
て
川
端
文
学
の
底
力
を
知
り
ま

す
。 

 

同
時
に
、
川
端
文
学
を
学
ぶ
こ
と
で
、
多
く
の
方
々

と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
と
り
わ
け
地
方
に
住

む
私
に
と
っ
て
、
川
端
文
学
研
究
会
に
入
会
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
ま
た
今
回
、「
会
報
」
が
発
行
さ
れ
る
こ

と
は
、
本
当
に
有
り
難
い
こ
と
で
す
。 

 

今
後
も
こ
れ
ら
を
励
み
に
、
微
細
な
も
の
の
中
に

大
い
な
る
も
の
を
宿
す
川
端
作
品
に
、
真
摯
に
取
り

組
ん
で
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

私
の
目
に
映
っ
た
川
端
文
学 

金 
 

惠 

妍 
 

 
 

川
端
康
成
の
作
品
に
は
、
旅
先
で
の
出
来
事
を
題

材
に
し
て
い
る
作
品
が
少
な
く
な
い
。
有
名
な
『
伊

豆
の
踊
子
』
や
『
雪
国
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
湯
ヶ
島
と

湯
沢
と
い
う
温
泉
場
を
背
景
に
し
て
い
る
。
実
際
に

川
端
が
伊
豆
を
訪
ね
た
時
、
旅
芸
人
の
踊
子
一
行
と

の
出
会
い
が
あ
り
、
芸
者
駒
子
の
場
合
も
実
際
の
モ

デ
ル
が
い
た
わ
け
で
あ
る
。
偶
然
と
し
て
は
面
白
い
。 

 

も
し
も
、
川
端
が
私
の
母
国
、
韓
国
に
生
ま
れ
て

い
た
と
し
た
ら
、『
伊
豆
の
踊
子
』
や
『
雪
国
』
の
よ

う
な
作
品
は
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
踊

子
が
素
っ
裸
で
〈
私
〉
に
向
か
っ
て
手
を
振
る
名
場

面
や
「
白
い
陶
器
に
薄
紅
を
刷
い
た
よ
う
な
皮
膚
」

の
「
不
思
議
な
く
ら
い
清
潔
」
な
駒
子
の
姿
も
見
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
外
国
人
で
あ
る

私
が
川
端
文
学
に
惹
か
れ
た
理
由
に
は
、
こ
の
温
泉

場
に
見
ら
れ
る
日
本
的
な
風
景
や
生
き
生
き
と
し
た

人
物
描
写
が
あ
っ
た
。 

川
端
の
作
品
に
は
日
本
語
な
ら
で
は
の
余
韻
を
残

す
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
表
現
が
多
い
。
有
名
な
の
が
、『
雪

国
』
の
「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国

で
あ
っ
た
。
夜
の
底
が
白
く
な
っ
た
。
」
と
い
う
冒
頭

部
分
で
、
そ
れ
を
翻
訳
す
る
の
に
大
変
だ
っ
た
と
い

う
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
氏
の
お
話
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ほ
か
に
も
、「
い
い

人
ね
」
「
清
潔
に
微
笑
ん
で
い
た
」
「
悲
し
い
ほ
ど
美

し
い
声
」「
高
い
響
き
の
ま
ま
夜
の
雪
か
ら
木
魂
し
て

来
そ
う
」
等
の
表
現
は
、
韓
国
語
に
置
き
換
え
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
そ
の
風
景
や
状
況
・
感
情
ま
で
読

者
に
伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日

本
語
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
川
端
文
学
の
特
色
で

あ
る
叙
情
性
は
理
解
し
難
い
大
き
な
壁
と
も
言
え
る
。 

 

日
本
に
来
て
十
年
、
今
ま
で
は
作
品
を
理
解
す
る

だ
け
で
精
一
杯
だ
っ
た
が
、
今
後
は
作
品
を
理
解
す

る
だ
け
で
な
く
、
川
端
文
学
に
お
け
る
言
葉
の
魅
力

や
奥
深
さ
を
母
国
の
読
者
に
伝
え
る
こ
と
も
川
端
を

一
生
追
求
し
て
い
く
私
の
使
命
の
一
つ
だ
と
思
っ
て

い
る
。 

 

『
雪
国
』
に
お
け
る
鏡
の
メ
タ
フ
ァ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

康 

林 
  

な
ぜ
島
村
は
初
め
て
駒
子
に
出
会
っ
た
時
、
彼
女

に
惹
か
れ
な
が
ら
、
別
の
芸
者
を
世
話
し
て
く
れ
と

言
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
『
雪
国
』

で
は
「
無
論
こ
こ
に
も
島
村
の
夕
景
色
の
鏡
は
あ
つ

た
で
あ
ら
う
」
と
説
明
し
た
。 

 

「
夕
景
色
の
鏡
」
は
、
島
村
が
再
度
駒
子
に
会
う

た
め
に
、
冬
の
温
泉
場
に
向
か
う
汽
車
の
中
で
体
験

し
た
出
来
事
で
あ
る
。
時
間
的
に
は
島
村
が
駒
子
と

初
め
て
出
会
っ
た
「
新
緑
の
登
山
季
節
」
よ
り
半
年

以
上
も
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
赤
塚
正
行
は

「
「
雪
国
」
論
」（
『
原
景
と
写
像
―
近
代
日
本
文
学
論

攻
―
』
昭
和
六
十
一
年
一
月
原
景
と
写
像
刊
行
会
）

で
「
こ
の
文
章
は
実
は
お
か
し
い
」「
一
度
目
の
雪
国

で
の
こ
の
場
面
に
」
「
二
度
目
の
雪
国
行
の
車
内
で
」

発
生
し
た
「
夕
景
色
の
鏡
」
は
「
あ
り
得
な
い
」
と

述
べ
、
さ
ら
に
「
川
端
は
島
村
の
「
非
現
実
的
な 



方
」
、
実
像
を
で
は
な
く
虚
像
を
見
る
島
村
の
目
を
、

わ
れ
わ
れ
に
印
象
づ
け
」
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
「
描

写
上
の
矛
盾
を
冒
」
す
ま
で
に
至
っ
た
の
だ
と
指
摘

し
た
。 

 

だ
が
そ
の
個
所
の
改
稿
事
情
や
前
後
文
の
意
味
合

い
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
描
写
は
決
し

て
川
端
の
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
で
は
な
く
、
一
種
の
レ
ト

リ
ッ
ク
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
夕
景
色
の
鏡
」

と
い
う
一
つ
の
言
葉
に
は
、
二
つ
の
概
念
が
含
ま
れ

て
い
る
。
一
つ
は
島
村
が
二
度
目
の
旅
、
夕
暮
れ
の

汽
車
の
中
で
実
際
に
葉
子
の
顔
を
写
し
て
見
て
い
た

「
夕
景
色
の
鏡
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
過
去
の
「
踊

り
の
研
究
」
に
し
て
も
、
雪
国
に
は
じ
め
て
出
か
け

て
駒
子
に
出
会
っ
た
時
に
し
て
も
、
ず
っ
と
島
村
の

心
の
中
に
存
在
し
て
い
た
一
枚
の
「
鏡
」
、
即
ち
島
村

が
「
鏡
」
を
透
し
て
物
事
を
観
察
す
る
彼
独
特
な
も

の
の
見
方
で
あ
り
、
考
え
方
で
あ
る
。
む
し
ろ
前
者

は
後
者
の
具
象
化
で
あ
り
、
後
者
が
あ
る
か
ら
こ
そ

前
者
は
そ
う
し
て
現
像
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
上
「
夕

景
色
の
鏡
」
と
い
う
言
葉
は
一
つ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
作
品
の
中
で
機
能
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
メ

タ
フ
ァ
ー
は
川
端
の
言
う
「
東
洋
的
な
」
禅
仏
や
老

荘
に
お
け
る
鏡
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
繋
が
り
、
『
雪
国
』

の
虚
無
の
世
界
を
構
成
す
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ

て
い
る
。 

 

今
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
『
雪
国
』
に
お
け
る

鏡
の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
題
し
、
一
つ
の
も
の
を
ま
と

め
よ
う
と
し
て
い
る
。 

  

 
 

文
章
の
起
源
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大 

坪 
 

利 

彦 
  

大
正
六
年
一
月
に
急
逝
し
た
茨
木
中
学
英
語
教
師

の
葬
儀
を
題
材
と
し
た
「
師
の
柩
を
肩
に
」
と
い
う

文
章
が
あ
る
。
発
表
経
緯
は
微
妙
で
、
石
丸
吾
平
主

宰
の
雑
誌
『
団
欒
』
に
掲
載
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
が

存
在
す
る
ら
し
い
の
だ
が
、
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

川
端
康
成
に
は
こ
う
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
め
ぐ
る
興

味
深
い
出
来
事
が
あ
る
。
そ
の
存
在
の
噂
に
つ
い
て

は
広
く
流
布
通
底
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原

典
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
は
決
し
て
現
れ
な
い
と
い
う
不

可
思
議
を
生
産
す
る
方
法
、
作
品
系
譜
上
の
ミ
ッ
シ

ン
グ
・
リ
ン
ク
と
も
考
え
ら
れ
る
事
跡
は
、
あ
ら
ゆ

る
芸
術
的
創
造
の
源
泉
を
探
り
当
て
て
い
る
。
芸
術

家
は
、
処
女
作
に
向
か
っ
て
成
熟
し
て
い
く
こ
と
の

偽
り
な
き
真
実
。
川
端
康
成
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
、

つ
ま
り
「
湯
ケ
島
で
の
思
ひ
出
」（
１
０
７
枚
）
と
い

う
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
で
あ
る
。
物
語
を
生
み
出
す
と

い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
そ
の
起
源
・
淵
源
を
、
人

生
の
危
難
や
安
寧
、
過
渡
、
境
界
、
不
明
、
停
滞
な

ど
の
あ
ら
ゆ
る
時
期
に
振
り
返
る
こ
と
、
再
帰
、
回

帰
し
て
い
く
と
い
う
行
き
方
が
、
創
作
行
為
に
お
け

る
健
全
な
均
衡
を
保
ち
、
あ
る
い
は
自
己
保
身
に
も

繋
が
る
よ
う
な
生
命
の
作
用
・
機
能
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
起
源
に
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
創

造
の
再
起
を
果
た
す
反
復
運
動
と
言
っ
て
も
か
ま
わ

な
い
だ
ろ
う
。「
湯
ケ
島
で
の
思
ひ
出
」
は
、
川
端
文

学
に
お
け
る
大
き
な
謎
で
あ
り
、
魅
力
な
の
で
あ
る
。

川
端
自
身
に
し
か
そ
の
存
在
確
認
を
な
し
得
た
者
は

か
つ
て
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
の
一
点
に
お
い
て
も
、

既
に
し
て
限
り
な
い
魅
力
を
産
出
し
て
い
る
。
芸
術

創
造
者
に
と
っ
て
は
、
か
け
が
え
の
な
い
ア
ド
バ
ン

テ
ー
ジ
と
な
る
。
そ
の
原
典
の
存
在
に
つ
い
て
遍
く

知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
し
か

し
事
実
は
絶
対
の
不
在
を
演
出
し
て
い
る
と
い
う
不

可
思
議
が
、
決
し
て
侵
犯
さ
れ
な
い
価
値
と
し
て
目

の
前
に
あ
り
、
利
用
す
る
べ
き
も
っ
と
も
意
味
の
あ

る
と
き
に
、
必
ず
期
待
さ
れ
た
分
だ
け
の
利
益
を
生

み
出
し
続
け
て
く
れ
る
と
い
う
約
束
さ
れ
た
黄
金
の

卵
な
の
で
あ
る
。
卵
は
い
つ
で
も
思
う
よ
う
に
孵
っ

て
く
れ
る
。 

 『
川
端
文
学
へ
の
視
界 

１
８
』
を
読
ん
で 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 

森 

本 
 

平 
 

 
 

山
田
吉
郎
「
習
作
時
代
の
川
端
康
成
」 

 
 
 

 
 

こ
の
論
に
お
い
て
は
、
習
作
期
の
川
端
が
、
時
代

の
中
で
何
を
吸
収
し
、
ど
の
よ
う
に
試
行
し
、
い
か

に
そ
れ
ら
が
後
の
文
学
的
達
成
の
源
泉
と
な
っ
て
い

っ
た
か
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
の
場
合
、

筆
者
の
思
い
つ
き
に
と
ど
ま
ら
ぬ
説
得
力
を
持
た
せ

る
た
め
に
は
、
充
分
な
調
査
や
検
証
が
必
要
と
な
る

が
、
日
記
中
の
「
修
養
誌
」
の
調
査
の
部
分
な
ど
で

明
白
な
通
り
、
裏
打
ち
と
な
る
地
道
な
努
力
が
充
分

に
成
さ
れ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
啓
蒙
し
て
く
れ
る
論

文
で
あ
っ
た
。 

 

問
題
点
、
と
い
う
よ
り
今
後
の
期
待
と
し
て
は
、 



習
作
期
の
川
端
の
姿
を
丸
彫
り
す
る
た
め
に
は
、
更

に
多
岐
に
渡
る
方
面
か
ら
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
ね
ば
な

る
ま
い
。
文
中
、
指
摘
さ
れ
な
が
ら
深
く
追
及
さ
れ

ず
に
残
っ
て
い
る
問
題
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
筆
者

自
身
が
「
さ
ら
に
ま
と
め
た
形
で
分
析
す
る
必
要
が

あ
る
」
、
「
取
り
上
げ
る
べ
き
事
柄
は
な
お
多
」
い
、

と
記
し
て
い
る
の
で
、
次
な
る
成
果
を
読
者
は
待
っ

て
い
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

  
 

河
野
基
樹
「
戦
中
の
旅
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

か
ね
が
ね
私
は
、
常
に
時
代
や
社
会
に
目
を
配
り

つ
つ
、
そ
の
中
か
ら
作
品
の
あ
り
よ
う
を
読
み
解
い

て
ゆ
く
筆
者
の
論
に
は
多
く
学
ば
せ
て
も
ら
っ
て
き

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
今
回
の
論
文
に
は
、
多
少

の
不
満
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

筆
者
は
、「
写
生
」
を
キ
ー
・
ワ
ー
ド
に
川
端
に
と

っ
て
の
旅
の
意
味
を
と
ら
え
、
筆
者
ら
し
い
緻
密
な

分
析
に
も
と
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
を
重
ね
な
が
ら
、

「
東
海
道
五
十
三
次
」
を
フ
ッ
ク
と
し
た
、
川
端
と

岡
本
か
の
子
と
の
比
較
や
関
係
の
解
明
へ
と
向
か
う
、

部
分
部
分
に
つ
い
て
は
大
変
興
味
深
く
読
ん
だ
。
特

に
、
川
端
と
か
の
子
と
の
具
体
的
な
描
写
の
比
較
な

ど
は
、
納
得
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
大
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

一
文
を
読
み
終
え
た
時
、
私
の
読
解
力
の
不
足
ゆ
え

か
、
全
体
を
通
し
て
の
印
象
が
散
漫
に
思
え
て
し
ま

っ
た
。
最
後
に
写
生
な
り
虚
構
意
識
の
問
題
な
り
に

引
き
戻
す
部
分
を
つ
け
る
か
、
８
の
章
は
次
に
譲
っ

て
カ
ッ
ト
す
る
か
し
た
方
が
、
よ
り
印
象
が
ク
リ
ア

に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 
 

 

● 

東 

雲 

か
や
の 

 
 

 
 

後
藤
聡
子
「
自
意
識
の
病
い
」 
 
 
 
 
 
 

 

「
片
腕
」
と
い
う
作
品
を
「
私
」
を
軸
に
読
み
解

い
て
ゆ
く
論
は
す
で
に
多
数
あ
る
が
、
後
藤
論
は
実

体
と
し
て
の
「
私
」
で
は
な
く
関
係
と
し
て
の
〈
わ

た
し
〉
に
着
目
し
論
じ
て
い
る
点
で
、
従
来
の
論
と

一
線
を
画
し
て
い
る
。
殊
に
、「
私
」
の
知
覚
世
界
を

「
孤
独
」
の
外
在
化
で
あ
る
と
し
た
「
Ⅱ
投
影
的
世

界
」
に
は
新
し
い
展
開
が
あ
る
。
臨
床
の
場
で
用
い

ら
れ
る
分
析
方
法
を
作
品
読
解
に
応
用
さ
せ
る
論
は

近
年
珍
し
く
な
い
が
、
川
端
作
品
に
お
い
て
は
ま
だ

ま
だ
開
拓
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。 

今
回
、
意
欲
的
な
作
品
分
析
の
果
て
に
後
藤
氏
が

辿
り
着
い
た
先
は
、
川
端
を
含
む
〈
近
代
作
家
た
ち
〉

の
〈
わ
た
し
〉
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
確
か
に
、
自
意

識
と
自
己
規
定
の
間
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
を
「
近
代
的
自
我
の
概
念
に
支
配
さ
れ
た
時
代
」

の
作
家
の
「
自
意
識
の
病
い
」
と
し
た
結
語
は
、
大

変
興
味
深
い
。
し
か
し
、
繊
細
か
つ
秀
逸
な
分
析
の

着
地
点
が
〈
近
代
作
家
た
ち
〉
と
い
う
広
大
な
場
所

に
設
け
ら
れ
た
こ
と
、「
私
」
と
作
者
川
端
が
性
急
に

イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
た
こ
と
に
、
些
か
の
違
和
感
を

覚
え
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
こ
の
辺

り
が
〝
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
〞
の
難
し
さ
な
の
か
も

し
れ
な
い
、
な
ど
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。 

 
 

鄭 

香
在
「
掌
の
小
説
『
有
難
う
』
と 

映
画
『
有
り
が
た
う
さ
ん
』
」 

鄭
氏
「
掌
の
小
説
『
有
難
う
』
と
映
画
『
有
り
が

た
う
さ
ん
』
」
に
は
、
先
行
研
究
を
し
っ
か
り
と
踏
ま

え
た
上
で
二
作
品
を
比
較
し
た
丁
寧
な
分
析
が
見
ら

れ
た
。 

し
か
し
、〈
減
〉
＝
「
暗
示
性
」
、〈
加
〉
＝
〈
明
示

性
〉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
文
学
、
映
画
の
特
徴
で
あ
る
と

す
る
に
は
も
う
少
し
の
手
続
き
が
必
要
か
も
し
れ
な

い
。「
有
り
が
た
う
さ
ん
」
に
お
け
る
登
場
人
物
た
ち

の
多
弁
さ
や
構
築
型
ス
ト
ー
リ
ー
が
〈
小
説
的
作
法
〉

で
あ
る
な
ら
ば
、
文
学
（
小
説
）
＝
〈
加
〉
表
現
と

い
う
図
式
も
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
作
品

の
持
つ
個
別
性
と
、
方
法
が
持
つ
一
般
性
と
を
論
じ

る
際
に
は
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 

 

と
は
言
え
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
用
い
方
は
大
変
巧
妙

で
、
全
体
と
し
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
論
文
で
あ
る
。

〈
省
筆
〉
が
川
端
文
体
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
指
摘

さ
れ
て
久
し
い
が
、
映
像
と
の
比
較
を
通
し
て
開
か

れ
る
新
し
い
視
界
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。 

  
 

お
知
ら
せ
―
「
夫
人
の
探
偵
」
に
つ
い
て 

森 
 

晴 

雄 
  

従
来
発
表
紙
・
誌
が
未
詳
で
あ
っ
た
、
掌
の
小
説

「
夫
人
の
探
偵
」
が
「
東
京
日
日
新
聞
」
の
昭
和
二

年
五
月
十
日
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

連
載
小
説
の
三
上
於
菟
吉
「
炎
の
空
」
の
休
載
に
変

わ
る
も
の
で
す
。
校
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
た
め
か
、
夫
人
の
夫
で
あ
る
安
藤
さ
ん
を
「
和
田

氏
」
「
濱
田
」
と
誌
す
二
度
の
誤
植
が
あ
り
ま
す
。 



  
掌
の
小
説 

私
の
ベ
ス
ト
３ 

  

大
坪
利
彦 

１ 

日
向 

２ 
月 
３
さ
ざ
ん
花 

若
い
頃
詩
の
代
わ
り
に
掌
の
小
説
を
書
い
た
と
自
解

し
た
通
り
初
期
作
品
に
は
〈
祈
り
〉
に
通
じ
る
述
志

が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

張
月
環 

１ 

有
難
う 

２ 

冬
近
し 

３ 

バ
ッ
タ
と
鈴
虫 

 

１ 

人
物
、
風
景
の
描
写
が
美
し
い
。
人
の
心
に

温
も
り
の
作
品
で
あ
る
。 

 

２ 

運
命
、
夢
、
幻
な
ど
を
含
み
、
川
端
ら
し
い

作
品
で
あ
る
。 

 

３ 

視
覚
と
聴
覚
の
美
が
こ
こ
に
見
事
に
描
か
れ

て
い
る
。 

 

小
曾
戸
明
子 

１ 

手
紙 

２ 

か
か
さ
ぎ 

３
雪 

 

山
崎
甲
一 

１ 

化
粧 

２ 

バ
ッ
タ
と
鈴
虫 

３ 

男
と
女
と

荷
車 

 

岩
田
光
子 

１ 

神
い
ま
す 

２ 

笑
は
ぬ
男 

３ 

化
粧 

 

山
田
吉
郎 

１ 

雪 

２ 

不
死 

３ 

水 

学
生
の
頃
、
掌
の
小
説
の
文
庫
本
を
読
ん
で
最
初
に

心
惹
か
れ
た
の
が
『
雪
』
だ
っ
た
。『
不
死
』
と
と
も

に
川
端
晩
年
の
幻
惑
に
充
ち
た
掌
の
小
説
を
愛
読
し

て
い
る
。 

 

高
比
良
直
美 

１ 

有
難
う 

２ 

胡
頽
子
盗
人 

３ 

夏
の
靴 

微
妙
な
心
理
（
人
柄
）
を
読
み
取
る
楽
し
さ
が
あ
る

こ
と
。
季
節
の
な
か
で
、
日
本
の
風
土
の
美
し
さ
が

読
み
取
れ
る
こ
と
。
だ
か
ら
、
何
度
読
ん
で
も
楽
し

い
で
す
。 

 

森 

晴
雄 

１ 

心
中 

２ 

雪 

３ 

手
紙 

川
端
文
学
の
核
で
あ
り
、
到
着
点
で
も
あ
る
掌
の
小

説
は
い
つ
ま
で
も
味
わ
い
深
い
作
品
群
で
あ
る
。 

 

河
野
基
樹 

１ 

骨
拾
い 
２ 

日
向 

３
処
女
作
の
祟
り 

い
ず
れ
も
、
作
品
の
伝
記
的
事
実
と
の
関
係
か
ら
重

要
な
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
所
謂
“
伝

記
的
事
実
”
と
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
こ
れ
ら

の
三
作
の
関
わ
り
、
さ
ら
に
は
、
川
端
自
身
の
虚
構

構
成
の
見
識
、
手
法
と
の
関
連
は
、
興
味
深
い
。 

 

平
山
三
男 

１ 

ざ
く
ろ 

２ 

雪 

３
め
づ
ら
し
い
人 

 

{

新
刊
紹
介} 

大
木
勲
著
『
川
端
康
成
・
太
宰
治 

船
橋

で
結
ば
れ
た
奇
縁
の
二
大
大
作
家

』 

高
比
良
直
美 

 
 

 

太
宰
治
は
療
養
の
た
め
昭
和
十
年
七
月
一
日
、
船

橋
に
転
居
し
て
き
て
、
翌
年
十
月
、
パ
ピ
ナ
ー
ル
中

毒
悪
化
の
た
め
、
武
蔵
野
病
院
に
入
院
し
、
船
橋
を

去
っ
た
。
川
端
康
成
は
、
同
年
一
月
か
ら
九
月
半
ば

ま
で
、
断
続
的
に
執
筆
の
た
め
三
田
浜
楽
園
に
滞
在

し
て
い
た
。
け
れ
ど
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
川
端 

病
院
に
入
院
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
八
月
末
か
ら
九

月
半
ば
」
ま
で
の
二
十
日
余
り
の
時
期
が
重
な
っ
て

い
る
の
だ
。
短
い
と
も
い
え
る
が
、
太
宰
が
熱
望
し

た
芥
川
賞
の
選
に
外
れ
、
選
考
委
員
の
一
人
だ
っ
た

川
端
を
強
く
恨
み
に
思
っ
て
い
た
、
そ
ん
な
時
期
だ

か
ら
興
味
を
そ
そ
る
。
川
端
と
太
宰
が
船
橋
で
で
出

合
っ
た
と
い
う
記
録
は
ど
こ
に
も
な
い
が
、「
ひ
ょ
っ

と
し
て
、
二
人
は
町
な
か
で
擦
れ
ち
が
っ
た
り
な
ど
」

し
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
に
居
る
と
知
ら
ず
に
同

じ
町
の
空
気
を
吸
っ
て
い
た
の
だ
と
、
大
木
勲
氏
は

そ
の
奇
縁
に
引
か
れ
、
二
人
が
目
に
し
た
で
あ
ろ
う

船
橋
で
長
年
、
市
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
き
た
大
木
氏

は
、
人
一
倍
船
橋
に
愛
着
を
持
ち
、
当
時
の
船
橋
は

ど
ん
な
風
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
、
こ
だ
わ
り
続
け
て

き
た
。 

 

太
宰
に
関
し
て
は
千
葉
に
か
つ
て
研
究
会
も
あ
り
、

船
橋
桜
桃
忌
が
行
わ
れ
る
な
ど
関
心
が
高
か
っ
た
が
、 



川
端
と
船
橋
に
関
し
て
は
、
大
し
て
注
目
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
昭
和
四
十
年
に
「
川
端
康
成
と
船
橋
の

今
昔
展
」
が
、
船
橋
市
・
市
民
文
化
ホ
ー
ル
主
催
、

川
端
文
学
研
究
会
共
催
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
折
に
、

平
山
三
男
氏
を
中
心
に
研
究
会
で
初
め
て
調
査
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
は
『
川
端
康
成
と
船
橋 

調
査
報

告
と
年
譜
』（
『
川
端
文
学
へ
の
視
界
２
』
）
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
資
料
と
し
て
当
時
船
橋

市
広
報
部
長
だ
っ
た
大
木
勲
氏
の
「
川
端
康
成 

三

田
浜
楽
園
を
舞
台
に
描
く
」
（
「
郷
土
文
化
史
の
周
辺

に 

②
」
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

 

大
木
氏
の
今
回
の
著
書
は
、
川
端
と
太
宰
が
居
た

時
期
の
船
橋
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
二
人
に
文
学
者
が

過
ご
し
た
時
代
背
景
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
調
査
中
、

奇
縁
は
大
木
氏
自
身
に
も
結
ば
れ
、
思
い
が
け
な
い

発
見
に
感
き
わ
ま
っ
た
大
木
氏
の
顔
が
あ
ち
こ
ち
に

見
え
る
。
楽
し
い
経
験
だ
っ
た
こ
と
と
思
う
。
川
端

と
太
宰
の
こ
と
に
限
ら
ず
、
今
、
調
査
し
て
お
い
て

良
か
っ
た
と
思
う
よ
う
な
船
橋
の
文
化
史
の
あ
れ
こ

れ
が
書
か
れ
て
い
て
、
次
第
に
こ
ち
ら
に
重
き
が
移

っ
て
い
る
。
写
真
資
料
も
貴
重
だ
。 

 
 

な
お
、
大
木
氏
の
著
書
に
限
ら
ず
、
新
聞
な
ど
で

も
船
橋
ゆ
か
り
の
文
学
を
紹
介
す
る
折
に
、
砂
糖
碧

子
氏
の
『
滝
の
音
』
を
参
考
に
す
る
人
が
多
く
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
昭
和
八
年
に
も
三
田
浜
楽
園
に
滞
在

し
て
い
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
間
違
い

で
あ
る
こ
と
が
、
平
山
氏
の
論
文
（
同
前
）
に
明
ら

か
だ
。
今
回
、
出
版
の
喜
び
に
水
を
差
す
よ
う
だ
と

気
が
引
け
た
が
、
訂
正
を
お
願
い
し
た
。 

（
平
成
十
五
年
六
月
、
京
葉
新
報
社
、
千
五
百
円
） 

平
山
城
児
著 

『
川
端
康
成 

余
白
を
埋
め
る

』 

（
平
成
十
五
年
六
月
、
研
文
出
版
、
二
千
三
百
円
＋
税
） 

 

１ 

非
凡
閣
版
『
現
代
語
訳
国
文
学
全
集
』
の
事
情 

２ 

雑
誌
『
大
和
』
と
荷
風
の
「
枇
杷
の
花
」 

３ 

佐
藤
碧
子
「
滝
の
音
」
と
川
端
康
成
『
全
集
』

補
巻
二
と
に
見
ら
れ
る
代
作
の
問
題 

４ 

川
端
康
成
「
歌
劇
学
校
」
と
母
と
の
関
連 

５ 

川
端
康
成
が
“
舞
踊
”
に
抱
い
て
い
た
執
念 

６ 

「
歌
劇
学
校
」
に
関
す
る
先
行
論
文
を
め
ぐ
っ

て 

７ 

川
端
康
成
作
「
椿
」
と
葦
原
邦
子
の
「
忘
れ
じ

の
歌
」 

８ 

ア
ル
バ
イ
ト
で
出
遭
っ
た
人
々 

９ 
ひ
と
つ
の
「
山
の
音
」 

１０ 
第
二
十
九
回
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
大
会
の
楽
屋

裏 １１ 

「
細
雪
」
と
「
山
の
音
」 

１２ 

川
端
康
成
と
上
森
子
鐵 

 

森
晴
雄
著
『
川
端
康
成
「
掌
の
小
説
」

論
―
「
雨
傘
」
そ
の
他

』 

（
平
成
十
五
年
五
月
、
龍
書
房
、
二
千
四
百
円
＋
税
） 

 

「
雨
傘
」
―
“
夫
婦
の
や
う
な
気
持
” 

「
踊
子
旅
風
俗
」
―
人
生
そ
の
も
の
の
家
出
娘 

「
縛
ら
れ
た
夫
」
―
“
ほ
ん
た
う
の
母
” 

「
靴
磨
き
」
―
子
供
と
パ
ジ
ャ
マ 

「
顔
」
―
“
巡
礼
の
や
う
な
心
” 

「
婦
人
の
探
偵
」
―
花
々
の
誘
い 

「
顕
微
鏡
怪
談
」
―
江
戸
川
乱
歩
に
触
れ
つ
つ 

「
三
等
待
合
室
」
―
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
印
象 

「
藤
の
花
と
苺
」
―
乳
児
の
唇
の
幻 

「
眉
か
ら
」
―
安
ら
か
さ 

「
靴
と
白
菜
」
―
花
嫁
の
日
の
象
徴 

「
眠
り
癖
」
―
朝
の
挨
拶 

「
喧
嘩
」
―
青
い
海
の
陽
炎 

＊ 

「
合
掌
」
―
自
分
の
力 

「
屋
根
の
上
の
貞
操
」
―
安
ら
か
な
眠
り 

「
万
歳
」
―
一
生
の
夢 

「
神
の
骨
」
―
赤
子
の
心
づ
く
し 

「
死
顔
の
出
来
事
」
―
人
間
の
魂 

「
霊
柩
車
」
―
「
偶
然
」
と
「
滑
稽
」 

「
赤
い
喪
服
」
―
赤
い
伝
染
病 

＊ 

「
わ
か
め
」
―
女
の
幸
福 

「
蛇
」
―
夢
と
宝
石 

＊ 

「
手
紙
」
（
再
）
―
岡
本
一
平
に
触
れ
つ
つ 

「
白
馬
」
―
“
人
生
の
さ
び
し
さ
”
と
“
長
い
黒
布
” 

「
竹
の
声
桃
の
花
」
―
魔
の
力 

「
髪
は
長
く
」
―
“
所
作
”
と
“
抽
象
画
” 

 

『
掌
の
小
説
』 

 

一
覧 



川端康成参考文献  平成 15年度 1月～9月     森晴雄 
１ 単行本 
森晴雄   『掌の小説』論―「雨傘」その他    龍書房  平成 15・5 
平山城児  川端康成―余白を埋める    研文出版  平成 15・6 
大木勲   川端康成・太宰治―船橋で結ばれた奇縁の二大作家   京葉新報社  平成 15・6 
２ 紀要 
岡田豊   川端康成『山の音』に関する一考察    作品内の〈昭和二十五年〉という年を起

点として    「駒沢国文」40  平成 15・6 
兪 載信  川端康成の『みづうみ』論―魔界を中心に― 
      「論究」35 中央大学大学院生研究機関誌編集委員会  平成 15・3 
羽鳥徹哉  川端康成の「東京の人」    「成蹊国文」36  平成 15・3 
鄭 香在  新感覚派映画連盟・「狂つた一頁」と川端康成―連盟のシナリオ作家として 
      「成蹊国文」36  平成 15・3 
黒田創一  川端康成の「新晴」について    「成蹊国文」36  平成 15・3 
杉井和子  「夏の靴」（川端康成）における描写の意味 
      「人文学科論集」39 茨城大学人文学部紀要  平成 15・3 
羽鳥徹哉  浦上玉堂と川端康成―「琴を抱いて」「天授の子」「いつも話す人」、昭和二十九年の転

機    「成蹊大学文学部紀要」38  平成 15・3 
小林寛子  川端康成作品論―『抒情歌』「あなた」との愛 
      「日本文学」99 東京女子大学  平成 15・3 
康 林   川端康成と老荘思想―「空に動く灯」を手がかりに 
      中京大学「文学部紀要」38  平成 15 
掛野剛史  川端康成「浅草紅団」論―分裂と統一・プロレタリア文学を光源として 
      『都大論究』40号  平成 15・6 
３ 雑誌 
川俣従道  川端康成と心霊学 ２    「花粉期」  平成 15・1 
森 晴雄  川端康成「夏の靴」―「港」と「感化院」    「雲」  平成 15・1～3 
森 晴雄  川端康成「男と女と荷車」―「弱虫」と「お転婆」    「雲」  4～7、9 
森 晴雄  川端康成「弱き器」（掌の小説）論―堀辰雄「鼠」に触れつつ 
      「群系」16  平成 15・10 
森 晴雄  川端康成「静かな雨」（掌の小説）論―紙の灰の死   「群系」16  平成 15・10 
４ 単行本所収論文 
近藤裕子  「視覚の揺らぎ―川端康成の〈目〉」 
      『臨床文学論―川端康成から吉本ばななまで』    彩流社  平成 15・1 
小澤萬記  「Ⅱ 変奏の行方 ４ 切りとられた時間―川端康成『浅草紅団』」 
      北岡誠司・三野博司編『小説のナラトロジー 主題と変奏』   

世界思想社  平成 15・1 
行吉邦輔  「川端康成『山の音』をめぐって」   

『近代作家論』  中央大学出版部  平成 15・2 
井上ひさし 小森陽一編・著  『座談会 昭和文学史』第一巻 

第5章 横光利一と川端康成―「新感覚派」の旗手（川端康成、保昌正夫） 
      集英社  平成 15 
羽鳥徹哉  川端康成『文芸時評』解説  講談社文芸文庫  平成 15・9 



須藤宏明  「『新思潮』大正十一（一九二二）年三月号の掲載作品の比較研究―川端康成、鈴木彦

次郎を中心に」   盛岡大学文学部『文学部の多様なる世界』  
教育史料出版会  平成 15・3 
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