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序

塚
本
昌
則

二
十
世
紀
末
以
降
、
文
学
は
終
わ
っ
た
と
、
さ
か
ん
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
社
会
で
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
何

を
意
味
す
る
の
か
作
家
の
言
葉
を
聞
き
た
い
と
い
う
人
が
、
い
ま
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。
文
学
は
社
会
に
語
り
か
け
る
言
葉
を

失
っ
た
、
そ
れ
が
文
学
終
焉
論
の
大
き
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ル
ク
ス
は
、
文
学
が
自
己
の
自
律
性
と
い
う
神
話
の
な
か
に
立
て
こ
も
り
、
社
会
に
語
り
か
け
る
の

を
あ
る
時
点
で
止
め
て
し
ま
っ
た
と
断
じ
て
い
る
（『
文
学
と
の
訣
別
』、
二
〇
〇
五
年
／
邦
訳
、
水
声
社
、
二
〇
一
九
年
）。
か
つ

て
文
学
、
と
り
わ
け
小
説
は
、
一
見
特
異
な
人
物
が
経
験
す
る
、
あ
り
え
な
い
よ
う
な
出
来
事
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
が
ど
の
よ
う

な
時
代
を
生
き
て
い
る
の
か
を
読
者
に
語
り
か
け
る
芸
術
形
式
だ
っ
た
。
科
学
や
人
文
系
の
学
問
と
は
異
な
る
、
独
特
な
探
究
の
方

法
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
文
学
の
創
造
的
側
面
は
、
現
実
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
意
志
を
失
う
こ
と
で
、
急
速
に
色
褪
せ
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
。
柄
谷
行
人
は
、
感
性
的
な
娯
楽
の
た
め
の
読
み
物
だ
っ
た
小
説
が
、「
共
感
」
に
よ
る
共
同
体
創
設
の
基
盤
と

な
っ
た
と
い
う
歴
史
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
し
か
し
小
説
は
、
国
民
国
家
の
礎
と
な
る
と
い
う
課
題
か
ら
あ
る
時
点
で
解
放
さ
れ
、
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「
た
だ
の
娯
楽
」
に
な
る
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
（『
近
代
文
学
の
終
わ
り
』、
二
〇
〇
五
年
）。
小
説
は
、
共
感
を
通
し
て
共
同
体
創

生
に
貢
献
す
る
と
い
う
、
近
代
社
会
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
終
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

文
学
は
か
つ
て
、
同
時
代
の
社
会
を
認
識
す
る
方
法
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
い
ま
で
は
愛
好
者
を
喜
ば
せ
る
娯
楽
と
な
っ
た
。

文
学
が
も
っ
て
い
た
、
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
時
代
を
認
識
す
る
方
法
と
い
う
側
面
は
、
歴
史
学
、
社
会
学
、
人
類
学
、
精
神
分
析

学
、
美
術
史
、
イ
メ
ー
ジ
論
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
な
ど
、
二
十
世
紀
に
飛
躍
的
に
発
展
し
た
人
文
科
学
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
っ
た
。

残
さ
れ
た
も
の
は
、
感
性
に
訴
え
か
け
る
娯
楽
と
し
て
の
位
置
だ
け
だ
。
あ
ら
ゆ
る
絆
を
断
ち
切
っ
て
、
社
会
と
は
も
は
や
運
命
を

と
も
に
し
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
芸
術
を
、
社
会
が
つ
い
に
見
限
っ
た
と
し
て
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
―
―
文
学
終
焉
論
が

展
開
す
る
こ
の
よ
う
な
見
取
り
図
は
、
本
当
に
当
を
得
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
感
性
的
な
娯
楽
に
す
ぎ
な
か
っ
た
芸
術
が
、
自
律

性
の
幻
想
の
う
ち
に
立
て
こ
も
っ
た
こ
と
で
、
社
会
か
ら
見
放
さ
れ
た
と
い
う
視
点
は
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
、
文
学

の
動
き
だ
け
を
見
て
い
て
も
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
見
取
り
図
の
当
否
を
問
う
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
学
問
と
文
学
と
の
境

界
領
域
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
調
査
を
通
し
て
、
文
学
が
現
在
陥
っ
て
い
る
状
況
に
つ
い

て
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
面
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
鈴
木
雅
雄
氏
と
一
緒
に
、
文
学
と
人
文
科
学
の
境
界
を
探
る
こ
と
を
目
指
す
研
究
会
を
今
か
ら
五

年
ほ
ど
前
に
立
ち
上
げ
た
。
二
十
世
紀
、
文
学
と
人
文
科
学
の
知
が
、
い
か
に
し
て
互
い
を
見
出
し
あ
い
、
つ
き
ま
と
い
あ
い
、
挑

戦
し
あ
っ
た
の
か
。
人
文
科
学
の
研
究
者
、
文
学
研
究
者
、
そ
し
て
二
つ
の
領
域
を
横
断
す
る
研
究
者
と
対
話
を
重
ね
な
が
ら
、
新

た
な
文
学
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
―
―
そ
れ
が
当
初
掲
げ
た
目
標
だ
っ
た
。
そ
の
調
査
の
旅
は
、
途
中
で
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
に
と
も
な
い
、
研
究
会
が
対
面
で
開
催
で
き
な
く
な
っ
て
途
方
に
暮
れ
る
な
ど
、
当
初
の
予
定
通
り
に
は
ま
っ
た
く
運
ば
な
か

っ
た
。
そ
れ
以
上
に
、
当
初
は
予
想
し
て
い
た
な
か
っ
た
問
題
に
遭
遇
し
て
当
惑
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
研
究
者
た
ち
と
対
話
を

重
ね
る
う
ち
に
、
問
題
の
所
在
は
文
学
と
人
文
科
学
の
関
係
と
い
う
よ
り
、
両
者
が
現
実
と
切
り
結
ぶ
関
係
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
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な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

文
学
に
お
い
て
で
あ
れ
、
人
文
科
学
に
お
い
て
で
あ
れ
、
そ
の
根
底
に
あ
る
営
み
は
、
現
実
と
の
格
闘
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

文
学
も
、
使
命
を
見
失
っ
た
娯
楽
と
な
り
果
て
た
と
し
て
も
、
歴
史
上
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
状
況
と
格
闘
し
な
が
ら
生
き
て
い
る

人
間
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
人
文
科
学
に
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
視
点
か
ら
現
実

を
捉
え
な
お
す
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
文
学
に
せ
よ
、
人
文
科
学
に
せ
よ
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
る
活
動
は
、
現
実
に
問
い
か
け
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
意
義
の
あ
る
答
え
を
引
き
だ
そ
う
と
し
て
悪
戦
苦
闘
す
る
、
こ
れ
ま
で

人
間
が
繰
り
返
し
て
き
た
身
振
り
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
現
実
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
家
に
投
げ
か
け
て
み
た
。

本
書
は
、
そ
の
問
い
を
核
と
し
て
編
ま
れ
た
論
文
集
で
あ
る
。

現
実
と
は
何
か
。
改
め
て
こ
の
よ
う
な
問
い
を
発
し
て
み
る
と
、
こ
れ
が
適
切
な
疑
問
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

編
者
の
一
人
と
し
て
痛
感
し
た
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
外
か
ら
見
て
そ
れ
と
わ
か
る
輪
郭
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

あ
る
明
確
な
本
質
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
見
定
め
れ
ば
、
定
義
で
き
る
―
―
現
実
は
そ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
考
察
の
対
象
と
し
て

そ
こ
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
ひ
と
つ
の
対
象
と
し
て
、
距
離
を
お
い
て
眺
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
も
の
こ
そ
、

現
実
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
で
考
え
れ
ば
何
か
が
わ
か
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
な
主
体
の
あ
り
方

そ
の
も
の
を
ひ
っ
く
り
返
す
力
を
も
っ
た
も
の
に
出
会
っ
た
と
き
、
人
は
何
と
も
い
え
な
い
現
実
の
力
を
感
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
う
少
し
言
う
な
ら
、
普
段
、
意
識
し
な
い
ま
ま
そ
の
な
か
で
生
き
て
い
る
、
日
常
生
活
の
保
護
膜
の
よ
う
な
も
の
が
破
ら
れ
、
自

分
が
ど
う
い
う
世
界
に
生
き
て
い
る
の
か
ま
る
で
わ
か
ら
な
く
な
る
、
そ
の
よ
う
な
思
い
に
人
を
誘
う
も
の
が
現
実
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

表
現
す
る
た
め
の
言
葉
が
な
く
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
あ
る
と
さ
え
気
づ
か
ず
に
い
る
世
界
―
―
そ
の
よ
う
な
世
界
と
は
無
縁
の

ご
く
普
通
の
状
態
で
、
問
う
こ
と
が
で
き
る
問
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
す
れ
ば
現
実
に
接
近
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
だ
ろ
う
。



14

こ
れ
ま
で
の
考
え
方
の
枠
組
み
そ
の
も
の
が
壊
れ
、
そ
こ
に
新
し
い
世
界
が
現
れ
た
と
き
、
ひ
と
は
強
い
現
実
感
に
打
た
れ
る
の
だ

が
、
そ
う
し
た
知
識
や
意
図
が
通
用
し
な
い
出
来
事
に
遭
遇
す
る
た
め
に
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

よ
う
な
世
界
が
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
世
界
に
、
ど
う
す
れ
ば
接
近
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

現
実
へ
の
接
近
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
本
論
集
に
収
め
ら
れ
た
論
文
で
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ

て
い
る
。
一
方
に
、
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
と
に
か
く
注
意
を
凝
ら
し
て
待
つ
と
い
う
態
度
が
あ
る
。
何

か
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
も
の
に
、
ひ
た
す
ら
耳
を
澄
ま
せ
、
眼
差
し
を
凝
ら
す
。

そ
の
よ
う
な
待
機
の
ど
こ
か
ら
現
実
が
そ
の
姿
を
わ
ず
か
な
り
と
も
垣
間
見
せ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
待
っ
て
い
る

し
か
な
い
と
念
じ
る
態
度
は
、
確
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
の
姿
を
招
き
寄
せ
る
よ
う
な
の
だ
。

他
方
に
は
、
最
初
か
ら
現
実
で
は
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
も
の
と
戯
れ
、
そ
こ
か
ら
何
か
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
の
を
待
つ
態
度
が

あ
る
。
初
め
か
ら
現
実
で
は
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
虚
実
皮
膜
の
虚
や
、
目
の
前
に
あ
る
物
質
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
、
こ
れ
は
現
実
で

は
な
い
と
知
り
な
が
ら
い
つ
ま
で
も
戯
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
現
実
で
は
な
い
何
か
が
、
ど
こ
か
で
現
実
に
反
転
し
て
ゆ
く
瞬
間
が

訪
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
虚
構
と
イ
メ
ー
ジ
と
で
は
あ
ま
り
に
次
元
の
異
な
る
事
象
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
想
像
と
現

実
の
中
間
領
域
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
中
間
領
域
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
イ
メ
ー
ジ
は
私

た
ち
を
連
れ
だ
す
力
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。
嘘
を
通
し
て
し
か
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
真
実
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。

本
書
は
便
宜
的
に
文
学
、
人
文
科
学
、
イ
メ
ー
ジ
論
、
マ
ン
ガ
論
の
四
つ
の
章
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
以
下
、
そ
の
区
分
に
こ
だ

わ
ら
ず
、
現
実
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
直
す
作
業
を
試
み
た
い
。
こ
の
読
解
の
試
み
は
、
本
書
の
最
後
で
鈴
木
雅

雄
氏
に
引
き
継
が
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
久
保
昭
博
氏
と
中
田
健
太
郎
氏
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
、
イ
メ
ー
ジ
論

の
立
場
か
ら
、
論
考
の
解
読
を
お
願
い
し
た
。
久
保
氏
は
、
文
学
、
人
文
科
学
関
係
の
論
考
を
集
め
た
第
Ⅰ
部
を
中
心
に
、
中
田
氏

に
は
美
術
史
、
イ
メ
ー
ジ
論
、
マ
ン
ガ
論
を
集
め
た
第
Ⅱ
部
を
中
心
に
論
じ
て
い
た
だ
い
た
。
読
者
の
方
々
は
、
現
実
と
は
何
か
と
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い
う
問
い
を
め
ぐ
る
考
察
が
、
ま
っ
た
く
異
な
る
道
筋
を
描
き
だ
す
こ
と
に
驚
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
二
人
の
編
者
、
二
人
の
読
解

者
が
行
っ
た
読
解
の
試
み
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
す
べ
て
が
違
っ
た
角
度
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
角
度
か
ら
見
る
か
で
、

各
論
考
が
違
っ
た
側
面
を
見
せ
る
。
ま
る
で
現
実
へ
の
問
い
か
け
は
、
誰
が
見
て
も
同
じ
で
あ
る
よ
う
な
図
式
を
描
き
だ
す
か
わ
り

に
、
そ
の
度
ご
と
に
異
な
る
軌
跡
を
生
み
だ
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
現
実
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
は
ら
む
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
収
録
さ
れ
た
論
文
に
即
し
て
、
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
（
以
下
敬
称
略
）。

１　

錯
綜
体
と
し
て
の
現
実

そ
れ
ま
で
可
能
と
は
思
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
あ
る
時
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
そ
ん
な
人
間
の
備
わ
っ
た
潜
在
的
な
能
力
を
、
ヴ

ァ
レ
リ
ー
は
「
錯
綜
体
」
と
呼
ん
で
い
る
。
言
葉
に
な
ら
な
い
体
験
が
、
あ
る
時
言
葉
に
な
る
。
ば
ら
ば
ら
に
思
え
て
い
た
事
象
が
、

結
晶
の
種
を
投
げ
こ
ま
れ
た
過
飽
和
溶
液
の
よ
う
に
、
整
然
と
し
た
形
に
結
晶
化
す
る
。
あ
る
い
は
、
何
も
起
こ
ら
な
い
凡
庸
な
日

常
の
な
か
に
、
そ
の
外
観
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
力
の
存
在
を
探
り
あ
て
る
。
そ
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
気
づ
く

こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
現
実
に
直
面
す
る
と
き
、
人
が
発
揮
す
る
能
力
が
、
錯
綜
体
で
あ
る
。

錯
綜
体
は
、
言
語
や
身
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
よ
う
に
、
個
人
差
が
大
き
く
現
れ
る
能
力
だ
が
、
そ
の
潜
在
的
な
能
力
が
現
実

の
も
の
と
な
る
過
程
に
は
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
、
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
指
摘
す
る
。
何
ら
か
の
偶
然
が
感
性
に
働
き
か
け
て
き
た
と

き
、
そ
の
能
力
は
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
だ
。
呼
び
か
け
に
応
え
る
力
が
自
分
に
あ
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
注
意
力
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
何
か
を
待
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
何
か
が
自
分
の
な
か
で
答
え
は
じ
め
る
。
答
え
た
後
で
、

は
っ
き
り
と
し
な
い
呼
び
か
け
に
、
そ
の
答
え
が
正
確
に
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
と
わ
か
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
自
分
に
そ

の
よ
う
に
答
え
る
能
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
人
は
知
ら
な
い
。
錯
綜
体
は
、
あ
る
明
確
に
定
義
で
き
る
対
象
で
は
な
く
、
ま
た
姿


