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紹

介
小
澤
正
明
著

『
川
端
康
成
文
芸
の
世
界
』

狩

野

啓

子

本
書
は
、
多
年
日
本
文
芸
学
の
立
場
か
ら
主
と
し
て
近
代
文
学
研
究
を
進
め

せ
い
め
い

て
こ
ら
れ
た
小
澤
正
明
氏

が
、
研
究
対
象

を
川
端
康
成

の
諸
作

品
に
定
め
、
縦

横

に
そ
の
文
芸
性
を
解
明
し

た
力
篇

で
あ
る
。
序
章

に
、
一

「文
学
」
の
概
念
、

二

「
國
文
學
」
の
実
体
と
日
本
文
芸
学

の
成
立
、
三

作
品
論

の
意
義
、
の
各

節
を
置
き
、

一
で
は
現
在
通
用
し

て
い
る

「
文
学
」

の
概
念
を
土
居
光
知
氏
か

ら
阿
部
知

二
氏

の
説
ま
で
通
観
し
、

二
で
は
明
治
以
降

の
国
文
学
研
究

の
歩
み

を
辿

っ
た
上

で
、

日
本
文
芸
学
会
創
立
趣
意
書

の
中

の
〈
国
語
国
文
学
と

い
う

言
葉
を
解
体
し
て
日
本
文
献
学
と
日
本
語
学
と

日
本
文
芸
学
の
三

つ
の
学
的
世

界
を
認
識
し
、

こ
れ
ら
の
学
問
を
中
心
と
し
て
研
究
す

る

学

会

が
、
日
本
文

献
学
会
と
日
本

語
学
会

と
日
本
文
芸
学
会
と
し

て
新
し
く
創
立

さ
れ

る
こ
と
を

希
望
し
て
お
り
ま
す

。
〉
と

い
う
言
葉
を
引
用
し

、御
自
分

の
立
場
を
表
明
し

て

お
ら
れ
る
。
三
で
は
、
〈

「
作
品
論
か
作
家
論

か
」

に
関
し
、
積
極
的

に
は
作

品
論
を
推

進
す

る
が
、
か

つ
消

極
的

に
は
、
所
謂

「作
家
論
」
な
る
形
式
を
否

定
し
な
が
ら
も
、

「
作
家
論
」
の
内
容

の

一
部

に
就

い
て
は
、
文
芸
性
尊
重

の

立
前
か
ら
、

こ
れ
を
作
品
論

の
中
に
還
元
せ
し
め

て
行
く
〉
と

い
う
方
向
を
示

し
、
現
行

の
種
々
の
作
品
論
を
検
討
し
た
上

で
、
従
来

の
形
式
に
よ
る
方
法

に

は
、
〈

そ
れ
が
暖
昧

な
る
が
故

に
、
文
芸
性
尊
重

の
立
前
か
ら
、
肯
定
で
き
な

い
も

の
が
多

い
〉
と

の
判
断
を
下
し

て
お
ら
れ
る
。
文
芸
性
尊
重
と

い
う
立
場

か
ら
は
、
究
極
的

に
は
作
品
論
に
赴
く

べ
き

で
あ
る
と

い
う
著
者

の
主

張
の
根

拠

は
、
〈
作
品
が
誕
生
し
た
時
、
思
想

は
形
象
化
さ
れ
て
思
想
性
と
な
り
、
感

情
は
形
象
化
さ
れ
て
情
緒
性
と
な

っ
て
文
芸
性
を
形
造

っ
て
い
る
。

こ
の
思
想

と
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、

そ
の
作

品
の
作
者
に
当

る
人
間
-

作
家

の
、

思

想

で
あ
り
、
感
情
も
亦
、
具
体
的
に
は
、

そ
の
作
品
を
創
造
し
た
人
間
の
感
情

に
当

る
。
作
品
と
な

っ
た
時
、
そ
れ
ら
が
思
想
性
と
な
り
情
緒
性
と
な

っ
て
、

作

品
の
中

に
止
揚
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し

て
形
成

さ
れ
た
文
芸
性
が
、
文
芸

学

の
対
象
と
な

っ
て
論
ぜ
ら
れ
る

の
で
あ

る
か
ら
、

そ
の
意
味

で
は
、

「作
品

論
」
は
文
芸
学

の
重
要
に
し

て
基
本
的
方
法

の
所
産

で
あ

る
と
言
え
る
。
〉
と

い
う
所

に
求
め
ら
れ
る
。

日
本
文
芸
学
に
疎
い
筆
者

に
取

っ
て
は
、
序
章

の
要
を
得
た
解
説
は
誠
に
有

難

か

っ
た
。
数
年
前
、

日
本
近
代
文
学
会

に
端
を
発
し
、
か
な
り
の
範
囲
に
亙
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っ
て
波
紋
を
広
げ
た
文
学
研
究

に
お
け
る
方
法
論
論
争
は
、

記
憶

に
新
し

い
。

そ
の
発
端
と
な

っ
た

シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
席

で
、
実
証
主
義
と

い
う
よ
り
は
寧
ろ

論
証
主
義

の
立
場
に
立

つ
谷
沢
永

一
氏
が
、
作
品
論

に
関
し
て
、
〈
ま

っ
た
く

の
資
料
な
し

で
、
あ
る

い
は
論
拠
と

い
う
べ
き
も

の
を
そ

こ
に
求
め
な

い
で
、

そ
の
作
品

の
内
部
だ
け
か
ら
議
論
を
す
る
と

い
う
こ
と
を
、
む
し
ろ
そ
れ

こ
そ

が
私
は
本
当

の
作
品
論
で
は
な

い
か
と
思

い
ま
す
。
〉
と
そ
の
理
想
を
述

べ
、

〈
世

に
作
品
論
と
も

て
は
や
さ
れ

て
お
る
も
の
は
、じ

つ
は
そ
う
で
は
な
く

て
、

作
品
を
論

じ
る
と

い
い
な
が
ら
、

ほ
し

い
ま
ま
、
勝
手
気
儘
に
外
部

か
ら
、
自

分

の
好
き
好

み
の
材
料
を
裏

口
か
ら
引
き
込
ん
で
き

て
、

そ
の
上
に
乗

っ
か

っ

て

い
る
か
ら
、
私
は
そ
う

い
う
も

の
は
作
品
論
だ
と
思
わ
な

い
わ
け
で
あ
り
ま

し
て
、

そ
の
作
品

に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
以
外
の

一
切

の
デ
ー
タ
を
論
拠

に
使

用
し
な

い
で
作
品
論
を
築
き
上
げ
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、

つ
ま
り
そ
う
い
う

こ

と
が
で
き
る
作
品
と

い
う
も
の
は
数
が
限
定
さ
れ
る
で
し

ょ
う
が
、

そ
れ

こ
そ

が

い
わ
ば
方
法
論
的
な
作

品
論
だ
と
、

そ
う

い
え
る
の
で
は
な

い
か
と
私

は
思

い
ま
す
。
〉
と
敷
術
さ
れ
た
。

一
方
、
文
芸
評
論
家

の
磯
田
光

一
氏

は
、
最
近

文
献
学

の
軽
視
や
主
観

の
恣
意
的
傾
向

が
強

い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
〈
人
間

の

主
観
と

い
う
も
の
は
、
自
分

で
信

じ
て
い
る
ほ
ど
堅
固
な
も

の
で
は
な

い
の
で

あ

っ
て
、
む
し
ろ
客
観
的
な
何
も

の
か
に
よ

っ
て
検
証
さ
れ
て
、

そ
の
検

証
さ

れ
た
過
程
に
現
わ
れ
る
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
主
観

の
ほ
う
が
む
し

ろ
信
じ
る
に
足
り

る

の
で
は
な

い
か
。
〉
と
論
じ
、
荒

正
人
氏

の

『
漱
石
研
究
年
表
』
を
、

そ
の

よ
う
な
研
究
の
例

と
し

て
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら

の
論
議
と
著
者

の
御
説
と
は

ど

の
よ
う
に
切
り
結

ぷ
の
で
あ
ろ
う
か
と
想
を
回
ら
し
た
次
第

で
あ
る
。

本
論

川
端
康
成
文
芸
の
世
界

の
目
次
を
ま
ず
紹
介
し
よ
う
。

第

一
章

川
端
文
芸
に
於
け
る

「新
感
覚
派
」
的
感
受
性

(其
の
一
)

・ー

「
仔
情
歌
」

研
究
i

一

標
題
の
意
義

二

「仔
情
歌
」
の
主
題

三

「拝
情
歌
」
の
構
想

四

「
仔
情
歌
」
の
作
品
構
造

五

「梓
情
歌
」
の
美
的
形
象
性

第
二
章

川
端
文
芸
に
於
け
る

「新
感
覚
派
」
的
感
受
性

(其
の
二
)

1

「水
晶
幻
想
」
研
究
-

一

作
品
構
造

二

主
題
と
構
想

三

美
的
形
象
性

第
三
章

川
端
文
芸
に
於
け
る
情
緒
性

1

「千
羽
鶴
」
研
究
-

一

『千
羽
鶴
』
研
究
の
一方
法

二

登
場
人
物

・
美
術
品
等
と
人
間
像

三

『千
羽
鶴
』
の
文
芸
構
造
と
主
題

四

『千
羽
鶴
』
の
美

第
四
章

川
端
文
芸
に
於
け
る
短
篇
的
発
想
法

1

「招
魂
祭

一
景
」
研
究
-

一

「
短

い
」
表
現

二

「
招
魂
祭

一
景
」
外
在
面

の
調
査

三

詩
と
短
篇
小
説
と
の
切
点

四

「
招
魂
祭

一
景
」

の
短
篇
的

発
想
法

「60一



五

「招
魂
祭

一
景
」
の
文
芸
構
造
及
び
主
題

六

「写
生
」
の
妙
味

第
五
章

梓
情
性
の
展
開

　「伊
豆
の
踊
子
」
研
究
　

一

「伊
豆
の
踊
子
」
の
主
眼

二

用
語

「美
し
い
」

三

「涙
」
と
孤
独
観

四

人
物
像

「踊
子
」

五

叙
景
表
現

六

「伊
豆
の
踊
子
」
の
主
題

第
六
章

人
間
性
の
純
粋
化

　「雪
國
」
研
究
　

一

「駒
子
」
と

「
葉
子
」
の
対

照
と

「
島
村
」
の
座

二

背
景
と
し
て
の
雪
國

三

「雪
國
』
の
作
品
構
成
手
法

四

「徒
労
」
と
人
間
性

五

「雪
中
火
事
」
と
作
品
の
統

一性

第
七
章

日
本
浪
漫
性
の
昇
華

　「山
の
音
」
研
究
　

一

『山
の
音
』
の
作
品
構
成

二

「山
の
音
』
の
作
品
構
造

三

「連
歌
」
的
手
法
に
よ
る
作
品
展
開

四

「山
の
音
』
主
題
の
解
明

五

日
本
浪
漫
性
の
昇
華

第
八
章

川
端
文
芸
の
特
異
性
と
そ
の
体
系

以
上
の
本
論
を

一
貫
す
る
著
者

の
基
本

的
姿
勢

は
、
〈
本

論
は
、
作
品
研
究

を
中

心
と
し

て
そ
の
文
芸
性
究

明
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の

具
体
的
方
法
と
し

て
は
、
作
品

の
文
芸
構
造
、
構
想
、
主
題
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
常
に
作
品
か
ら
離
れ
る

こ
と
の
な

い
よ
う
意
を
注

い
だ
。
〉

(
序
章

)
と

い
う
言
葉
に
よ
り
知

る
こ
と
が
で
き

る
。
作
品
に
登
場
す

る
人
間
像
を
重
視
す

る
に
止
ま
ら
ず
、
場
合

に
よ

っ
て
は
他

に
中
心
を
置
き
、
〈
美
的
形
象
性
〉
を

究
め
よ
う
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
夫

々
の
作
品
を
、
如
何
な
る
独
特

の
文
芸

性

を
持

つ
も

の
と
し

て
捉
え
る
か
は
、
各
章

の
章
題
に
端
的

に
示
さ
れ
て

い
る

が
、

さ
ら

に
最
終
章

が
本
論

の
総
括
と
し

て
置
か
れ
て
お
り
、
ま
ず
第

一
章

で

取

り
扱

っ
た
問
題
に

つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
る
。
〈
川
端
文
芸
の
特

質
は
、ま
ず
、
「
拝
情
歌
」
と

「
水
晶
幻
想
」
な
ど

に
顕
著

で
あ

る

「
感
受

性
」

に
よ
る
。

こ
こ
に

「
感
受
性
」
と
称
ぶ
と

こ
ろ
は
、
感
情
の
芸
術
化
さ
れ
た
も

の
を
指
す

こ
と
ば
で
は
な
く
、
感
覚
が
芸
術
化
さ
れ
た
感
覚
性
自
体
を
指
す
も

の
で
も

な
い
。
感
情
の
み
な
ら
ず
、
思
想

が
芸
術
化
さ
れ
る
過
程
に
於

い
て
も

作
用
す
る
と

こ
ろ

の
、

感
覚

の
働
き
を
指
す
と
同
時

に
、

む
し

ろ
、

こ
の
よ
う

な
感
覚
の
作
用

に
よ

っ
て
芸
術
化
さ
れ
た
、

芸
術
性
と
し
て
の
内
容

の
要
因
を

指
す
の
で
あ

る
。
〉
そ
し
て
こ
の

「
感
受
性
」

は
、

「
新
感
覚
派
」

の
特
色

の

一
つ
で
あ
る
と

い
う
。
〈
「様
式
論
」

に
よ
る
諸
派
様
式

の
中

の

「新
感
覚
派
」

と

い
う
よ
り
は
、
個

の
作
品

の
内
蔵
す
る
文
芸
性
を
究
明
し
て
行

っ
た
結
果
帰

納
的
に
そ
の
特
異
性
を
認
め
得
た
と

こ
ろ
か
ら
、

「
新
感
覚
派
」
的

な
る
も

の

と
称
び
得
る
も

の
で
あ
る
。
〉
次

に
、

こ
れ
に
連
ら
な
る
特
色
と
し
て

「
浪
漫

性
」
を
挙
げ
ら
れ

る
。
例
え
ば

「山

の
音
」

の
文

芸
性

は
、
〈

「
連
歌
」
的
構

成
手
法

に
よ
る
日
本
浪
漫
性

の
現
代
的
昇
華
〉
に
在

る
と
し
、
さ
ら
に

「
伊
豆

の
踊
子
」

の
〈
旅
情
〉
〈
浪
漫
的
感
動
〉
は

「
拝
情
性
」
と

い
う
言
葉
に
よ
り
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位
置

づ
け
ら
れ
て

い
る
。

「
千
羽
鶴
」

に
於

い
て
は
、

〈

「
志

野
の
筒
茶
碗
」

の
永
劫

の
美
を
、

か

つ
揚
げ
か

つ
棄
て
て
之
と
比
較
す
る
か
と
思
え
ぱ
、

「稲

村
ゆ
き
子
」
に
化
身
し
た
白

い
千
羽
鵠

の
美
を

そ
の
対

照
と
し

て
描
き
な
が
ら
、

「
太
田
夫
人
」
の

「菊
治
」

へ
の
官
能

と
情
愛
が

い
よ

い
よ
昂
め
ら
れ

て
行
く

と

い
う
文
芸
構
造
の
中

に
、
日
本
固
有

の

「
物
語
」
や

「
俳
譜
」

の
境
地
を
止

揚
し
た
現
代
的
情
緒

の
世
界
が
、

纒
綿

と
繰

り
展
げ
ら
れ
て
行
く

。
〉

そ
の
中

に
示
現
さ
れ
る
文

芸
性

は

「
情
緒
性
」

で
あ
る
。

「
雪
國
」
に
至

っ
て
は
、

一

つ
の
特
異
性
が
強
力

に
発
輝
さ
れ

て
い
る

の
で
は
な
く
、
川
端
文
芸
全
体
を
覆

う
も
の
で
、
〈
人
間
牲
を
純
粋
化
す

る
文
芸
の
神

髄
を
示
現
し
て

い
る
〉
作
品

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
最
後

に

「
招
魂
祭

一
景
」

に
関
し

て
は
、

短
篇
小
説

で
あ

る
が
故
に
、

〈
背
景

が
作
品

に
融
け

こ
み
な
が
ら
主
題

に
よ
る
文

芸
展
開

に
重

要
な
役
割
を
果
た
〉
す

こ
と
、

そ
の
た
め
に
〈

「
こ
と
ば
」

を
駆
使
す

る
芸

の

巧
さ
〉

が
厳
し
く
求
め
ら
れ
る

こ
と
、
或

い
は
〈
時
間
的

に
、
過
去
-

現
在

-

未
来

に
亘
る
縦

に
長

い
流

れ
を
、
瞬
間
的
な
現
在

の

一
点

に
戴

っ
た
断
面

上

に
凝
集
さ
せ
る
技
巧
も
、
必
要
不
可
欠

で
あ
る
〉

こ
と
、

以
上

の
よ
う
な
条

件
を
見
事

に
具
備
し
た
作
品

で
あ
る

こ
と
を
述

べ
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
種

の
発

想
法
は
、
他

の
作
品

に
も
共

通
す
る
も
の
で
あ
り
、
〈
そ

の
体
系

の
す

べ
て
に

関
わ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
〉
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

以
上
、
第

八
章

は
正

に
本
論

の
要
諦

で
あ
り
、
各
作
品
別

に
詳
し
く
考
察
を

加
え
ら
れ
た
特
異
性
を
、

さ
ら
に
大
き
な
川
端
文
芸

の
体
系
と

い
う
巨
視
的

視

点
か
ら
関
連
づ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
謂
わ
ば
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て

用

い
ら
れ
て
い
る

「
感
受
性
」

「
日
本
浪
漫
性
」
と

い
う
よ
う
な
言
葉
は
、

著

者

の
懇
切
な
説
明
が
為

さ
れ
て

い
る
に
も
拘
ら
ず
筆
者

に
は
咀
囎
し
き
れ
な

い

感
が
残

り
、
自
身

の
不
勉

強
を
憾

ん
だ

の
で
あ
る
。
浅
学
故

の
初
歩
的

な
疑
問

を

一
、

二
挙
げ
さ
せ

て
戴
く
と
、

一
つ
は
、

テ
キ

ス
ト
の
問
題

で
あ
る
。
著
者

の
言
わ
れ
る
〈
文
芸
以
外
〉

の
問
題
は
措
く
と
し

て
も
、
文
芸
性

の
価
値
認
識

に
も
関
わ

る
テ
キ

ス
ト
の
決
定

に

つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う

に
理
解
し
た
ら
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
〈
文
芸
以
前
〉
〈
文
芸
以
外
〉
を
取

り
扱

っ
た
も

の
も

含
め
る
と
、
先
行
研
究
も
移
し

い
訳
で
、
著
者
が
潔
癖

に
そ
れ
ら

へ
の
言
及
を

自
ら
戒
め
、

一
つ
の
自

己
完
結
し
た
世

界
と
し

て
こ
の
書

を
提
出
し

て
お
ら
れ

る
こ
と
は
了
解
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
川
端
研
究
に
暗

い
者

に
取

っ
て
は
、

研

究
史
或

い
は
現
在

の
研
究
動
向
を
簡
単

に
で
も
教
え

て
戴
け
る
と
、
本
書

の
独

自
性
を
よ
り
明
確

に
認
識

で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
本
論
は
見
事

に
論
理
的

に
整
合
さ
れ
た
統

一
的
世

界
で
あ

り
、
読
後
、
川
端

康
成

の
文
学

の
芸
術
性
を
堪
能
さ
せ
ら
れ
た
感
を
覚
え
る
の
は
、
筆
者

一
人
に

は
止
ま
る
ま

い
。

(
昭
和

五
十

五
年
三
月

桜
楓
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刊

二
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二
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○
○
円
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