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著
『
川
端
康
成
初
期
作
品
研
究
』

《
論
文
構
成
》

序
章

第
Ⅰ
部　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
展
開
と
方
法
論
の
模
索

第
一
章　
「
或
る
詩
風
」
論
―
―
前
衛
芸
術
と
の
関
わ
り
の
中
で
―
―

第
二
章　
「
針
と
硝
子
と
霧
」
論
―
―
無
意
識
へ
の
志
向
―
―

第
三
章　
『
浅
草
紅
団
』
論
（
一
）
―
―
浅
草
の
形
容
―
―

第
四
章　
『
浅
草
紅
団
』
論
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

―
―
〈
遊
戯
〉
と
〈
虚
構
〉
を
視
座
に
―
―

第
Ⅱ
部　

象
徴
主
義
へ
の
志
向

第
一
章　
「
春
景
色
」
論
―
―
〈
詩
的
小
説
〉
の
試
み
―
―

第
二
章　
「
散
り
ぬ
る
を
」
論

　
　
　
　
　
　
　
　

 

―
―
〈
純
粋
小
説
〉
と
の
関
連
の
中
で
―
―

第
三
章　
「
扉
」
論
―
―
〈
虚
無
〉
か
ら
の
解
放
―
―

終
章

　

一
般
に
川
端
康
成
と
い
う
作
家
は
、『
雪
国
』
な
ど
の
代
表
作
や
ノ
ー
ベ
ル

賞
受
賞
時
の
講
演
「
美
し
い
日
本
の
私
」
に
よ
っ
て
、
日
本
の
美
の
表
現
者
と

い
う
印
象
を
持
た
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る〈
描

写
〉
の
自
明
性
が
疑
問
視
さ
れ
小
説
の
方
法
論
が
考
え
直
さ
れ
て
い
た
大
正
期

に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
川
端
が
、
そ
う
い
っ
た
時
代
的
課
題
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い

た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
本
論
文
に
お
い
て
、

川
端
の
取
り
組
み
が
表
れ
て
い
る
初
期
作
品
、
特
に
〈
芸
術
家
小
説
〉
の
考
察

を
通
じ
て
、
川
端
が
時
代
的
課
題
を
い
か
に
受
け
止
め
て
小
説
を
作
り
出
し
て

い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
当
時
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
連
動
し
て
い
る
作
品
群
を
取
り
上
げ
、

同
時
代
の
中
で
川
端
が
ど
の
よ
う
な
認
識
論
と
表
現
理
論
を
獲
得
し
て
い
っ
た

の
か
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。「
或
る
詩
風
」
と
「
針
と
硝
子
と
霧
」
は
非
理
性

や
無
意
識
に
注
目
し
て
お
り
、
川
端
が
主
体
の
意
識
そ
の
も
の
へ
関
心
を
向
け

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
浅
草
紅
団
』
は
語
り
の
視
点
が
統
一
さ
れ
て

お
ら
ず
、
語
り
手
の
主
体
性
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
初
期
川
端
作
品
に
お
い

て
は
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
の
前
提
で
あ
る
〈
主
客
〉
の
分
離
は
疑
わ
れ
、〈
主
客

一
如
〉
が
志
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、〈
主
客
一
如
〉
の
実
現
の
た
め
、
実
践
さ
れ
た
象
徴
の
方
法

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
春
景
色
」
で
は
〈
描
写
〉
を
避
け
つ
つ
「
赤
」
と
い

う
色
彩
で
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
を
促
す
と
い
う
象
徴
の
方
法
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

「
散
り
ぬ
る
を
」
で
は
象
徴
に
対
す
る
限
界
意
識
か
ら
〈
主
客
〉
と
い
う
リ
ア

リ
ズ
ム
の
手
法
の
有
効
性
を
問
い
直
し
、
も
う
一
つ
の
象
徴
の
方
法
を
不
充
分

で
は
あ
る
が
試
み
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
象
徴
の
方
法
が
一
方
で
、〈
虚
無
〉

へ
の
接
近
を
要
請
し
、
創
作
者
が
死
の
危
機
に
直
面
す
る
と
い
う
問
題
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
著
者
は
論
じ
、「
扉
」
に
お
い
て
そ
の
死
か
ら
解
放
さ
れ
、
生

に
復
帰
す
る
意
志
が
描
か
れ
た
と
評
す
る
。
そ
し
て
川
端
が
獲
得
し
て
い
っ
た

象
徴
の
方
法
は
、『
雪
国
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
後
期
の
長
編
に
も
引
き
継

が
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
初
期
の
模
索
が
川
端
独
自
の
長
編
小
説
構
築
の
た

め
に
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　

本
論
文
は
初
期
作
品
を
精
緻
に
読
み
込
む
だ
け
で
な
く
、
堅
実
な
同
時
代
的

考
察
を
行
っ
て
い
る
。
川
端
研
究
と
し
て
は
無
論
の
こ
と
、
大
正
か
ら
昭
和
初

期
の
文
学
研
究
に
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
論
考
で
あ
ろ
う
。 

（
蓮
見
洋
介
）


