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作
家
が
時
代
を
ど
う
感
じ
、
ど
う
意
識
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
の
現
実
と
し
て
き
わ
め
て

複
雑
な
こ
と
だ
と
思
う
。

　
た
と
え
ば
、
藤
村
が
「
破
戒
」
を
書
い
た
前
後
の
事
情
を
考
え
て
も
、
作
家
と
時
代
の
見
か
た
と
い
う

も
の
は
決
し
て
単
純
な
関
係
で
な
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
三
十
三
歳
だ
っ
た
藤
村
が
最
初
の
長
篇

小
説
「
破
戒
」
を
か
き
は
じ
め
た
の
は
明
治
三
十
七
年
で
、
年
譜
を
み
る
と
、
「
日
露
戦
争
に
際
会
し
た
。

当
時
の
出
版
界
と
著
作
者
と
の
関
係
に
安
じ
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
自
費
出
版
を
思
い
立
っ
た
の
も

こ
の
年
で
あ
っ
た
」
と
か
か
れ
て
い
る
。
『
戦
争
文
学
』
と
い
う
雑
誌
が
発
刊
さ
れ
た
り
、
小
波
の
「
軍

国
女
気
質
」
泉
鏡
花
「
満
洲
道
成
寺
」
と
い
う
珍
妙
な
小
説
が
出
た
り
、
そ
う
い
う
世
間
の
空
気
の
な
か

で
、
出
版
界
は
、
藤
村
の
書
く
地
味
な
小
説
な
ど
に
興
味
を
抱
か
な
い
時
代
だ
と
い
う
の
が
、
藤
村
の
そ

の
時
代
へ
の
感
覚
の
一
面
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
さ
り
と
て
漱
石
の
よ
う
に
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
諧
謔
諷
刺
や
「
倫
敦
塔
」
の
幻
想
の
な
か
へ
身
を

置
こ
う
と
も
し
な
い
で
、
や
は
り
こ
つ
こ
つ
と
「
破
戒
」
を
書
き
つ
づ
け
て
行
っ
た
藤
村
の
心
の
底
に
は
、

そ
の
よ
う
な
野
暮
を
敢
て
す
る
芸
術
家
と
し
て
の
時
代
へ
の
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
意
識
は
、
創

作
の
現
実
と
し
て
は
作
品
の
テ
ー
マ
と
そ
の
表
現
方
法
へ
の
確
信
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
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れ
る
。
時
代
に
対
す
る
作
家
の
意
識
は
、
世
相
へ
の
投
合
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
り
も
、
常
に
、
世
相
の

よ
っ
て
来
る
時
代
の
性
格
に
対
し
て
示
さ
れ
る
作
家
の
文
学
的
な
態
度
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
意
味
ふ

か
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。

　
世
相
的
、
風
俗
的
作
品
と
し
て
、
あ
れ
こ
れ
の
小
説
が
時
代
の
た
だ
の
反
射
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
と

き
、
藤
村
は
水
面
の
波
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
そ
れ
等
の
現
象
の
底
ま
で
身
を
沈
め
て
、
日
本
の
そ
の
時
代

を
一
貫
す
る
流
の
な
か
に
あ
っ
た
寒
流
・
暖
流
の
交
錯
の
悲
劇
に
ま
で
ふ
れ
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
へ
の
意
識
と
い
う
も
の
が
少
く
と
も
文
学
と
の
関
係
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
限
り
は
、

刻
下
の
題
材
を
書
く
か
書
か
ぬ
か
と
い
う
現
象
の
も
う
一
歩
奥
に
歩
み
入
っ
て
、
そ
れ
が
何
故
ど
の
よ
う

に
書
か
れ
た
か
、
或
は
書
か
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
に
ま
で
迫
っ
て
観
察
し
、
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
、
藤
村
の
「
破
戒
」
の
場
合
に
し
ろ
、
当
時
に
お
け
る
日
本
の
作
家
の
時
代
意
識
に
つ
い
て
理

解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
一
方
に
、
ご
く
世
相
的
反
応
で
製
作
し
た
た
と
え
ば
江
見
水
蔭
の
よ
う
な
作
家
た

ち
が
、
そ
の
描
く
対
象
を
ど
う
見
て
ど
う
感
じ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
も
見
逃
し
得
な
い
。
現
象
に
対

す
る
作
家
た
ち
の
解
釈
は
、
そ
れ
ら
一
定
の
解
釈
の
生
れ
た
根
の
と
こ
ろ
に
そ
の
人
た
ち
の
時
代
へ
の
意

識
の
あ
り
よ
う
が
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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現
代
の
作
家
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
ど
ん
な
風
に
時
代
を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
日
本
は
今
世
界

史
的
な
規
模
で
変
り
つ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
世
相
的
刺
戟
は
も
と
よ
り
敏
感
に
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に

お
か
れ
て
い
て
、
し
か
も
時
代
の
永
い
見
と
お
し
に
立
っ
て
文
学
態
度
の
歴
史
的
な
把
握
は
非
常
な
困
難

に
お
か
れ
て
い
る
の
が
、
今
日
の
実
際
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
作
家
が
現
実
の
激
浪
に
圧
倒
さ
れ
て
、
或
る
混
乱
に
陥
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
の
は
既
に
こ
の
数
年
来

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
決
し
て
簡
単
で
な
い
が
、
主
な
一
つ
は
、
文
学
の
前
時
代
の
骨
格
で
あ
っ

た
個
人
的
な
自
我
が
、
内
外
の
事
情
か
ら
崩
壊
し
た
の
に
、
正
常
な
展
開
の
可
能
が
自
他
の
条
件
に
か
け

て
い
て
、
文
学
に
よ
り
ひ
ろ
い
歴
史
性
を
も
た
ら
す
次
の
成
長
へ
順
調
に
の
び
ら
れ
ず
、
自
身
の
存
在
の

確
信
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
さ
し
て
、
作
家
と
文
学
の
敗
北
、
沈
滞

が
云
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
同
じ
原
因
か
ら
、
近
頃
あ
ち
こ
ち
で
リ
ア
リ
ズ
ム
否
定
の
論
が
生

じ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。

　
こ
の
間
『
都
新
聞
』
に
青
野
季
吉
氏
が
か
か
れ
た
文
章
に
、
今
の
よ
う
な
時
に
文
学
の
仕
事
な
ん
か
し

て
い
て
い
い
の
か
と
い
う
不
安
を
お
ぼ
え
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
自
分
の
よ
う
な
人
間
は
せ
め
て
文
学

の
仕
事
で
も
し
て
い
る
ほ
か
な
い
と
も
思
う
と
い
う
こ
と
が
か
か
れ
て
い
て
、
も
う
文
学
は
リ
ア
リ
ズ
ム
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の
時
代
を
去
っ
た
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
文
学
の
い
る
時
代
が
来
て
い
る
、
と
云
わ
れ
て
い
た
。

　
文
学
は
脱
世
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
の
だ
し
、
人
生
と
歴
史
と
に
と
っ
て
決
し
て
余
技
的
な
も
の
で

は
な
い
の
だ
か
ら
、
青
野
氏
の
文
章
の
前
半
は
、
現
代
日
本
の
文
学
精
神
が
、
ど
こ
や
ら
に
ま
だ
二
葉
亭

四
迷
の
時
代
の
文
化
的
業
績
評
価
の
尾
を
引
い
て
い
る
よ
う
で
、
今
日
に
云
わ
れ
る
一
つ
の
感
想
と
し
て
、

こ
の
自
己
否
定
、
或
は
謙
遜
に
は
、
や
は
り
私
た
ち
の
心
に
の
こ
さ
れ
る
何
か
の
異
議
が
あ
る
。

　
今
日
文
学
が
作
者
の
念
願
し
て
い
る
だ
け
十
分
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
実
際
の

事
情
は
普
遍
的
だ
か
ら
、
誰
し
も
身
に
ひ
き
添
え
て
肯
け
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
理
由
に
い
き

な
り
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
文
学
時
代
の
招
来
へ
飛
躍
さ
れ
る
の
は
、
文
学
の
問
題
と
し
て
み
る
と
、
や
は

り
く
い
下
り
の
足
り
な
い
と
い
う
気
が
す
る
。
十
分
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
時
代
の

性
格
そ
の
も
の
に
対
す
る
作
家
の
文
学
的
意
義
の
く
い
下
り
が
足
り
な
い
と
い
う
気
が
す
る
。

　
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
精
神
に
お
い
て
、
で
は
作
家
は
縦
横
自
在
で
あ
り
得
る
か
と
い
え
ば
、
現
実
に

は
そ
の
天
地
に
も
埒
が
あ
っ
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
方
向
も
ほ
ぼ
見
と
お
さ
れ
る
。
現
代
に
そ
の
よ

う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
へ
の
傾
き
が
何
故
生
じ
て
い
な
い
か
と
い
う
文
学
の
問
い
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
そ
の
も
の
は
答
え
を
与
え
る
力
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
興
味
が
あ
る
。

　
リ
ア
リ
ズ
ム
と
云
え
ば
自
然
主
義
の
系
列
の
些
末
主
義
の
範
囲
で
規
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
を
ロ
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マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
見
る
よ
う
な
、
今
日
の
時
代
の
性
格
へ
の
か
か
わ
り
あ
い
か
た
に
こ
そ
、
今
日
の
文

学
の
弱
い
部
分
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
作
家
が
、
自
己
と
い
う
も
の
を
百
万
人
の
一
人
と
し

て
の
生
活
の
実
感
で
把
握
し
な
お
し
、
文
学
的
確
信
の
再
建
を
可
能
に
す
る
の
は
、
窮
極
に
お
い
て
生
活

と
文
学
と
の
現
実
に
徴
し
て
ゆ
く
こ
と
し
か
な
い
。

　
益
々
強
靭
で
あ
る
故
に
美
し
く
、
複
雑
な
事
象
の
波
瀾
に
お
ど
ろ
か
な
い
史
眼
、
そ
の
洞
察
力
の
故
に

一
層
感
動
深
い
リ
ア
リ
ズ
ム
を
求
め
て
ゆ
く
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
学
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ

ム
も
や
は
り
世
界
史
的
な
拡
大
の
と
き
に
あ
っ
て
、
従
来
対
置
さ
れ
て
い
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
、
そ

の
発
生
の
現
実
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
か
え
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
統
一

を
可
能
に
し
て
行
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
九
月
〕
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発
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