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王
志
松
・
島
村
輝
主
編

『
日
本
近
現
代
文
学
研
究
』

王
志
松
・
岛
村
辉
主
编
﹃
日
本
近
现
代
文
学
研
究
﹄（
张
威
主
编
「
日
本
学
研
究
丛
书
」）

北
京
：
外
语
教
学
与
研
究
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年

大
東
和
重

　
一
見
︑
書
名
の
み
だ
と
︑
日
本
近
現
代
文
学
研
究
の
雑
誌
︑
も
し
く
は
論

文
集
の
よ
う
だ
が
︑
本
書
は
「
研
究
案
内
」
と
称
す
べ
き
一
冊
で
あ
る
︒
中

国
で
の
出
版
だ
が
︑
中
国
語
の
論
文
タ
イ
ト
ル
を
除
き
︑
す
べ
て
日
本
語
で

書
か
れ
て
い
る
︒
読
者
対
象
は
中
国
の
日
本
文
学
研
究
者
や
学
生
︑
及
び
流

通
は
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
︑
日
本
在
住
の
研
究
者
・
学
生
を
想
定
す
る
と
思

わ
れ
る
︒

　
第
一
編
「
総
論
」
で
は
︑
編
者
の
島
村
輝
氏
に
よ
る
︑
一
九
七
〇
年
代
以

降
の
研
究
史
︑「
理
論
的
到
達
点
と
課
題
」
に
つ
づ
き
︑
中
国
・
韓
国
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
研
究
の
現
状
が
︑
各
地
域
の
研
究
者
に
よ
り
紹
介
さ
れ
る
︒

第
二
編
「
作
家
研
究
」
は
本
書
の
中
核
を
な
し
︑
坪
内
逍
遥
（
執
筆
者
は
潘
文

東
︑
以
下
敬
称
略
）
か
ら
藤
沢
周
平
（
高
橋
敏
夫
）
ま
で
︑
計
七
十
名
の
著
名

作
家
に
つ
い
て
の
研
究
案
内
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
第
三
編
「
方
法
と
視
角
」

で
は
︑
読
者
論
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
評
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
大
衆
文
学
・
マ

ン
ガ
・
中
日
比
較
文
学
な
ど
︑
十
二
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
︒
巻
末

に
付
録
と
し
て
︑
年
表
や
参
考
文
献
・
索
引
を
収
め
た
︑
六
〇
〇
頁
を
超
え

る
大
冊
で
あ
る
︒
項
目
・
執
筆
者
数
が
多
い
の
で
︑
順
を
追
っ
て
の
論
評
は

避
け
︑
本
書
刊
行
の
意
味
や
書
評
者
が
気
に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
記
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
︒

　
日
本
近
現
代
文
学
の
研
究
案
内
は
︑
か
つ
て
は
数
年
に
一
冊
は
出
て
い
た

も
の
だ
っ
た
︒
書
評
者
が
手
元
に
置
い
て
よ
く
見
る
も
の
だ
け
で
も
︑

﹃
現
代
文
学
研
究
　
情
報
と
資
料
﹄（
至
文
堂
︑
一
九
八
六
年
）

書 
評
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﹃
明
治
大
正
昭
和
　
作
家
研
究
大
事
典
﹄（
作
家
研
究
大
事
典
編
纂
会
編
︑

桜
楓
社
︑
一
九
九
二
年
）

﹃
日
本
文
学
研
究
の
現
状
Ⅱ
　
近
代
﹄（
有
精
堂
編
集
部
編
︑
有
精
堂
︑

一
九
九
二
年
）

﹃
別
冊
國
文
學
　
新
・
現
代
文
学
研
究
必
携
﹄（
竹
盛
天
雄
ほ
か
編
︑
學
燈
社
︑

一
九
九
二
年
十
一
月
）

の
四
冊
が
あ
る
︒
日
本
近
現
代
文
学
の
研
究
案
内
の
専
著
と
し
て
最
も
早
い

の
は
︑
岡
野
他
家
夫
﹃
明
治
文
学
研
究
誌
﹄（
東
京
武
蔵
野
書
院
︑
一
九
三
八

年
）
あ
た
り
か
と
思
う
が
︑
古
く
な
っ
た
が
現
在
で
も
参
照
価
値
の
あ
る
案

内
に
︑﹃
近
代
文
学
研
究
必
携
　
増
補
版
﹄（
近
代
文
学
懇
談
会
編
︑
學
燈
社
︑

一
九
六
三
年
）︑﹃
近
代
文
学
﹄
全
十
巻
（
三
好
行
雄
・
竹
盛
天
雄
編
︑
有
斐
閣
︑

一
九
七
七
年
）︑﹃
日
本
近
代
文
学
研
究
必
携
﹄（
三
好
行
雄
編
︑
學
燈
社
︑

一
九
七
七
年
）︑﹃
別
冊
國
文
學
　
日
本
現
代
文
学
研
究
必
携
﹄（
三
好
行
雄
編
︑

學
燈
社
︑
一
九
八
三
年
七
月
）
な
ど
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
研
究
案
内
は
︑
主
要
作

家
に
つ
い
て
︑
著
作
目
録
や
研
究
文
献
目
録
の
所
在
︑
近
親
者
の
回
想
や
伝

記
な
ど
の
必
読
文
献
︑
重
要
な
先
行
研
究
や
研
究
の
現
状
を
知
る
上
で
非
常

に
有
用
で
あ
る
︒

　
単
行
本
・
雑
誌
の
別
冊
以
外
に
も
︑﹃
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
﹄（
日
本

文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
︑
有
精
堂
︑
一
九
六
九
～
八
六
年
）
な
ど
の
論
文
集
成

に
付
さ
れ
た
「
解
説
」
も
︑
収
録
論
文
の
解
説
中
心
な
が
ら
同
様
の
働
き
を

持
つ
︒
作
家
ご
と
で
な
く
︑﹃
近
代
小
説
研
究
必
携
﹄
全
三
巻
（
有
精
堂
編
集

部
編
︑
有
精
堂
︑
一
九
八
八
年
）
や
﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄「
特
集
　
明
治
長
編
小
説

事
典
」（
至
文
堂
︑
一
九
九
二
年
四
月
）
の
よ
う
に
︑
作
品
ご
と
の
研
究
案
内
も

あ
る
︒
あ
る
い
は
︑﹃
別
冊
國
文
學
﹄（
學
燈
社
）
の
「
必
携
」
シ
リ
ー
ズ
や
︑

同
じ
く
﹃
國
文
學
﹄
の
特
集
「
〇
〇
を
読
む
た
め
の
研
究
事
典
」︑﹃
解
釈
と

鑑
賞
﹄（
至
文
堂
）
の
特
集
「
〇
〇
研
究
の
た
め
に
」
も
︑
対
象
は
ご
く
一
部

の
メ
ジ
ャ
ー
作
家
に
限
定
さ
れ
る
が
︑
研
究
案
内
と
し
て
充
実
し
て
い
た
︒

　
も
ち
ろ
ん
研
究
を
進
め
る
上
で
︑
研
究
案
内
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
し
︑
そ
も
そ
も
掲
載
さ
れ
た
作
家
の
数
は
︑
最
大
の
﹃
明
治
大
正
昭

和
　
作
家
研
究
大
事
典
﹄
で
も
二
六
〇
名
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
れ
以
外
に
つ
い

て
は
︑
深
井
人
詩
編
﹃
人
物
書
誌
索
引
﹄（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
な
ど
を
用

い
て
︑
年
譜
や
著
作
目
録
を
探
す
が
︑
先
行
研
究
な
ど
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス

も
あ
り
︑
結
局
は
総
目
次
な
ど
他
の
参
考
図
書
の
助
け
も
借
り
つ
つ
︑
地
道

に
一
次
資
料
に
当
た
っ
て
い
く
し
か
な
い
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
主
要
作
家
に

つ
い
て
だ
け
で
も
研
究
案
内
が
あ
れ
ば
︑
大
変
助
か
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

　
し
か
し
こ
の
二
十
年
ほ
ど
︑
網
羅
的
な
研
究
案
内
が
出
る
こ
と
は
め
っ
き

り
減
っ
た
︒
書
評
者
の
主
観
的
な
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
︑
背
景
に
は
︑
日
本

文
学
の
専
攻
が
減
少
す
る
と
と
も
に
︑
日
本
文
学
で
卒
業
論
文
を
書
く
学
生

が
八
〇
年
代
に
比
べ
減
っ
た
こ
と
︑
対
し
て
九
〇
年
代
か
ら
大
学
院
生
の
数

は
増
え
た
も
の
の
︑
研
究
が
細
分
化
さ
れ
た
こ
と
で
︑
日
本
近
現
代
文
学
全

体
を
網
羅
す
る
よ
う
な
研
究
案
内
に
対
す
る
需
要
が
低
下
し
た
こ
と
︑
結
果
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と
し
て
︑
研
究
者
や
出
版
社
が
こ
の
種
の
企
画
に
積
極
的
で
な
く
な
っ
た
こ

と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
か
と
考
え
て
い
る
︒
歴
史
学
で
は
今
で
も
研
究
案
内

が
間
を
置
か
ず
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
︑
未
開
拓
分
野
の
研
究
に
積

極
的
で
︑
先
行
研
究
と
の
関
係
や
学
界
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
強
く
求
め
ら

れ
る
歴
史
学
に
対
し
︑
文
学
研
究
で
は
論
文
執
筆
者
の
着
眼
点
や
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
が
重
ん
じ
ら
れ
︑
先
行
研
究
の
整
理
が
重
視
さ
れ
な
い
点
も
関
わ
る

の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
九
〇
年
代
前
半
ま
で
は
︑
文
学
で
も
研
究
案
内

が
盛
ん
に
出
て
い
た
わ
け
で
︑
現
在
で
は
雑
誌
﹃
昭
和
文
学
研
究
﹄
の
「
研

究
動
向
」
欄
が
貴
重
な
情
報
源
と
な
っ
て
い
る
︒

　
日
本
で
は
な
か
な
か
出
な
く
な
っ
た
研
究
案
内
が
︑
中
国
で
刊
行
さ
れ
る

背
景
に
は
︑
当
然
な
が
ら
中
国
に
お
け
る
日
本
語
学
習
・
日
本
文
学
研
究
の

盛
行
が
あ
る
︒
国
際
交
流
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
（
二
〇
一
五
年
三

月
二
十
日
ア
ク
セ
ス
）︑
中
国
の
二
〇
一
二
年
度
の
日
本
語
学
習
者
数
は
百
万

人
を
超
え
︑
う
ち
高
等
教
育
機
関
で
の
学
習
者
が
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
る
︒「
文
学
」
の
社
会
的
地
位
が
日
本
に
比
べ
現
在
で
も
高
い
中
国
の
こ
と

だ
か
ら
（
日
本
同
様
徐
々
に
下
落
し
つ
つ
あ
る
が
）︑
日
本
近
現
代
文
学
を
読
み
︑

研
究
す
る
学
生
が
︑
千
を
超
え
る
単
位
で
存
在
す
る
と
予
想
さ
れ
る
︒
本
書

を
含
む
「
日
本
学
研
究
叢
書
」
は
計
十
六
冊
で
構
成
さ
れ
︑
文
法
や
日
本
語

教
育
な
ど
と
並
び
︑
古
代
文
学
・
歴
史
・
社
会
・
思
想
・
文
化
な
ど
の
巻
が

並
ぶ
︒
そ
の
う
ち
一
冊
に
︑
研
究
案
内
が
当
て
ら
れ
る
だ
け
の
需
要
が
︑
日

本
近
現
代
文
学
に
は
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
中
国
に
お
け
る
日
本
研
究
に
は
す
で
に
相
当
な
蓄
積
が
あ
る
︒
現
状
に
つ

い
て
は
︑
李
玉
「
中
国
の
日
本
研
究
　
回
顧
と
展
望
」（
坂
部
晶
子
訳
︑
王
敏

編
﹃
中
国
人
の
日
本
観
　
相
互
理
解
の
た
め
の
思
索
と
実
践
　
国
際
日
本
学
と
は
何

か
？
﹄
三
和
書
籍
︑
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
ご
参
照
い
た
だ
く
と
し
て
︑

一
九
七
〇
年
代
末
の
改
革
開
放
以
来
︑
約
三
十
五
年
を
経
て
︑
日
本
近
現
代

文
学
研
究
に
つ
い
て
大
部
の
研
究
案
内
が
刊
行
さ
れ
る
段
階
に
達
し
た
と
い

う
こ
と
を
喜
び
た
い
︒
ま
し
て
や
︑
日
本
で
研
究
案
内
が
少
な
く
な
っ
た
今

日
︑
中
国
で
の
本
書
の
刊
行
は
︑
手
放
し
で
言
祝
ぎ
た
く
な
る
︒

　
と
は
い
え
︑
本
書
の
個
々
の
作
家
研
究
案
内
を
見
る
と
︑
な
い
も
の
ね
だ

り
し
た
く
な
る
︒
各
項
目
の
執
筆
者
は
︑
中
日
両
国
の
出
身
者
を
中
心
と
し

た
︑
日
本
近
現
代
文
学
研
究
者
だ
が
︑
中
国
側
の
研
究
者
が
記
す
場
合
︑
多

く
は
中
日
比
較
文
学
に
記
述
が
割
か
れ
る
一
方
で
︑
日
本
側
の
研
究
者
の
場

合
は
︑
中
国
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒
本
書
が
日
本
で
刊
行
さ
れ

た
の
な
ら
無
関
係
で
よ
か
ろ
う
が
︑
日
本
語
の
書
籍
と
い
っ
て
も
せ
っ
か
く

中
国
で
刊
行
さ
れ
る
の
だ
か
ら
︑
当
該
作
家
の
中
国
と
関
わ
る
側
面
に
つ
い

て
の
記
述
を
求
め
る
の
は
︑
人
情
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
︒

　
具
体
例
を
挙
げ
る
と
︑
高
橋
修
「
二
葉
亭
四
迷
」
は
︑
近
年
の
﹃
浮
雲
﹄

研
究
を
丁
寧
に
ト
レ
ー
ス
し
︑
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
い
が
︑
二
葉
亭
と
中

国
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
な
い
︒
二
葉
亭
は
し
ば
し
ば
魯
迅
な
ど

と
対
比
し
て
中
日
比
較
文
学
の
対
象
と
な
る
が
︑
そ
れ
ら
の
論
文
が
二
葉
亭

研
究
に
必
ず
し
も
寄
与
し
な
い
こ
と
は
書
評
者
に
も
わ
か
る
︒
し
か
し
大
陸
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雄
飛
を
宿
願
と
し
た
二
葉
亭
は
︑
約
一
年
間
も
ハ
ル
ビ
ン
及
び
北
京
に
滞
在
︑

京
師
警
務
学
堂
に
務
め
た
経
歴
︑
つ
ま
り
中
国
の
お
雇
い
外
国
人
だ
っ
た
経

験
が
あ
る
︒
当
然
な
が
ら
伝
記
的
著
作
で
は
相
当
な
紙
幅
が
割
か
れ
る
（
中

村
光
夫
﹃
二
葉
亭
四
迷
伝
﹄
講
談
社
︑
一
九
五
八
年
︑
桶
谷
秀
昭
﹃
二
葉
亭
四
迷
と

明
治
日
本
﹄
文
藝
春
秋
︑
一
九
八
六
年
︑
関
川
夏
央
﹃
二
葉
亭
四
迷
の
明
治
四
十
一

年
﹄
文
藝
春
秋
︑
一
九
九
六
年
な
ど
）︒
せ
っ
か
く
中
国
で
出
る
本
な
の
だ
か
ら
︑

北
京
等
滞
在
に
関
す
る
研
究
を
促
す
一
言
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

　
中
国
側
の
筆
者
に
な
る
項
目
で
は
︑
張
沖
「
谷
崎
潤
一
郎
」
や
単
援
朝

「
芥
川
龍
之
介
」
の
よ
う
に
︑
中
国
に
お
け
る
研
究
へ
の
言
及
が
充
分
に
な
さ

れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
︑
研
究
が
少
な
い
場
合
で
も
︑
孫
艶
華
「
泉
鏡
花
」

は
簡
潔
に
研
究
史
を
紹
介
︑
現
状
に
も
触
れ
た
上
で
︑
中
国
に
お
け
る
研
究

の
少
な
さ
を
嘆
き
︑
中
国
文
学
と
の
比
較
研
究
を
促
し
て
︑
意
図
の
鮮
明
な

案
内
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
先
行
研
究
の
羅
列
に
と
ど
ま
り
︑
玉

石
混
交
︑
案
内
と
な
り
え
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
散
見
さ
れ
る
︒
陳
多
友
「
森

鴎
外
」
は
︑
末
尾
で
中
国
に
お
け
る
研
究
に
触
れ
て
い
る
も
の
の
︑
論
文
や

書
籍
の
羅
列
が
つ
づ
く
︒
鷗
外
は
中
国
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
日
清
戦
争
従

軍
経
験
が
あ
る
し
︑
漢
詩
人
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
小
島
憲
之

﹃
こ
と
ば
の
重
み
︱
︱
鷗
外
の
謎
を
解
く
漢
語
﹄（
新
潮
選
書
︑
一
九
八
四
年
）

や
古
田
島
洋
介
が
注
釈
を
施
し
た
﹃
鷗
外
歴
史
文
学
集
﹄
第
十
二
・
十
三
巻

（
漢
詩
上
・
下
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
〇
・
二
〇
〇
一
年
）
は
必
ず
挙
げ
ら
れ
る

べ
き
業
績
で
あ
る
︒

　
な
い
も
の
ね
だ
り
は
き
り
が
な
い
が
︑
頁
を
繰
り
な
が
ら
︑
鄭
文
全
「
正

岡
子
規
」
で
は
葛
祖
蘭
に
も
っ
と
触
れ
て
ほ
し
い
︑
前
田
貞
昭
「
井
伏
鱒
二
」

で
は
な
ぜ
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
滞
在
に
触
れ
て
く
れ
な
い
の
だ
ろ
う
︑
と
い
っ
た

気
持
ち
が
わ
い
て
く
る
︒
そ
も
そ
も
立
項
の
時
点
で
︑
た
と
え
日
本
に
お
け

る
名
声
が
劣
っ
て
も
︑
中
国
滞
在
経
験
（
出
征
を
含
む
）
の
あ
る
文
学
者
︑
金

子
光
晴
・
火
野
葦
平
・
田
村
泰
次
郎
・
堀
田
善
衛
・
中
薗
英
助
ら
を
項
目
に

す
る
選
択
肢
は
な
か
っ
た
の
か
と
も
思
わ
れ
る
︒
あ
る
い
は
中
国
人
留
学
生

と
深
い
交
流
の
あ
っ
た
秋
田
雨
雀
︑
中
国
で
知
名
度
高
く
広
く
読
ま
れ
た
厨

川
白
村
や
江
馬
修
で
も
い
い
︒
こ
れ
は
第
三
編
「
方
法
と
視
角
」
に
つ
い
て

も
同
じ
で
︑
近
年
日
中
戦
争
下
の
戦
争
文
学
に
つ
い
て
研
究
が
進
ん
で
い
る

だ
け
に
︑
項
目
の
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
（
本
書
を
収
め
た
叢
書
の
一
冊
に
︑

李
均
洋
・
佐
藤
利
行
編
﹃
中
日
比
較
文
学
研
究
﹄
が
あ
る
が
︑
こ
ち
ら
は
古
典
文
学

研
究
を
中
心
と
し
た
論
文
集
で
あ
る
︒
序
章
の
概
説
を
除
け
ば
︑
中
日
比
較
文
学
の

入
門
書
で
は
な
い
）︒

　
と
は
い
え
書
評
者
は
︑
研
究
案
内
は
い
く
ら
多
く
あ
っ
て
も
い
い
︑
と
考

え
て
い
る
︒
か
つ
て
︑
中
国
の
研
究
書
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
︑
書
評
を
記

し
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
日
本
の
研
究
水
準
が
充
分
生
か
さ
れ
て
な
い
こ
と
を

残
念
に
思
っ
た
︒
本
書
は
何
と
い
っ
て
も
中
国
で
出
版
さ
れ
た
本
で
あ
り
︑

中
国
の
日
本
近
現
代
文
学
研
究
が
日
本
の
研
究
に
伍
し
て
貢
献
す
る
上
で
︑

資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
︒


