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歴
史
・
時
代
小
説
の
隆
盛

津
木
林

洋

私
の
若
い
頃
（
四
十
年
程
前
）
、
歴
史
・
時
代
小
説
を
書
く
作
家
は
そ
ん
な
に
多
く

は
い
な
か
っ
た
。
歴
史
小
説
で
言
え
ば
司
馬
遼
太
郎
が
筆
頭
で
、
時
代
小
説
で
は
池
波

正
太
郎
と
か
柴
田
錬
三
郎
な
ど
が
作
品
を
発
表
し
て
い
た
。
読
ま
れ
る
の
は
一
部
の
作

家
だ
け
で
、
今
の
よ
う
に
書
店
で
歴
史
・
時
代
小
説
の
コ
ー
ナ
ー
が
作
ら
れ
る
よ
う
な

こ
と
は
な
か
っ
た
。
時
代
物
が
さ
っ
ぱ
り
売
れ
な
く
て
と
い
う
書
店
員
の
嘆
き
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
が
今
は
ど
う
だ
ろ
う
。
コ
ー
ナ
ー
が
作
ら
れ
、
単
行
本
だ
け
で
は
な
く
書
き
下

ろ
し
の
文
庫
本
も
数
多
く
並
ん
で
い
る
。
新
し
い
作
家
も
次
々
と
誕
生
し
て
い
る
。

そ
れ
は
私
の
担
当
し
て
い
る
小
説
ク
ラ
ス
で
も
同
様
で
、
十
五
年
前
に
は
ほ
と
ん
ど

見
掛
け
な
か
っ
た
歴
史
・
時
代
物
が
頻
繁
に
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
飛
鳥
時
代

か
ら
始
ま
っ
て
、
平
安
、
戦
国
、
江
戸
と
幅
広
い
年
代
に
渡
っ
て
書
い
て
く
る
。
ど
う

し
て
そ
ん
な
時
代
の
物
が
書
け
る
の
か
不
思
議
だ
が
、
か
く
言
う
私
も
生
徒
た
ち
の
作

品
に
刺
激
を
受
け
て
歴
史
小
説
を
書
い
て
み
た
。

若
い
頃
、
あ
る
作
品
を
読
ん
で
幕
末
の
絵
師
に
興
味
が
湧
き
、
漠
然
と
小
説
に
で
き

た
ら
な
あ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
自
分
に
歴
史
小
説
が
書
け
る
と
は
こ
れ
っ

ぽ
っ
ち
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
目
で
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
人
物
、

風
俗
、
言
葉
遣
い
、
そ
れ
ら
を
文
章
で
表
す
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

要
す
る
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
の
だ
。
そ
ん
な
ハ
ー
ド
ル
を
生
徒
た
ち
は
軽
々
と
越

え
て
く
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
案
ず
る
よ
り
産
む
が
や
す
し
か
も
、
と
背
中
を
押
さ
れ

た
。た

だ
、
何
の
知
識
も
な
し
に
書
け
る
ほ
ど
ハ
ー
ド
ル
は
低
く
な
い
。
時
代
考
証
事
典

の
類
い
を
何
冊
か
読
み
、
食
べ
物
や
衣
装
の
本
を
買
い
、
旧
暦
の
勉
強
も
し
た
。
言
葉

遣
い
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
と
有
名
作
家
の
小
説
を
い
く
つ
か
読
ん
だ
り
も
し
た
。

基
礎
的
な
知
識
を
身
に
付
け
た
後
は
、
登
場
人
物
の
資
料
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
中
で
気
づ
い
た
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
便
利
さ
で
あ
る
。
歴
史
上
の

人
物
な
ら
ば
、
無
名
に
近
く
て
も
検
索
に
掛
か
る
。
そ
れ
で
あ
る
程
度
の
輪
郭
が
つ
か
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め
る
。
小
さ
な
時
代
風
俗
に
つ
い
て
も
調
べ
ら
れ
る
。

司
馬
遼
太
郎
が
一
つ
の
作
品
を
書
く
時
、
懇
意
に
し
て
い
る
古
本
屋
に
頼
ん
で
、
ト

ラ
ッ
ク
一
台
分
の
書
籍
を
運
ば
せ
た
と
い
う
逸
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
の
時

代
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
古
本
屋
の
代
わ
り
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
書
き
手
に
と
っ

て
書
き
や
す
い
時
代
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

書
き
手
が
増
え
て
も
そ
れ
を
読
む
読
者
が
い
な
け
れ
ば
流
通
し
な
い
わ
け
で
、
売
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
数
多
く
の
読
者
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

な
ぜ
歴
史
・
時
代
小
説
を
読
む
読
者
が
増
え
た
の
か
。
色
々
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る

が
、
私
が
思
う
の
は
、
一
九
九
〇
年
に
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
て
日
本
が
下
り
坂
に
向
か
い
、

失
わ
れ
た
二
〇
年
と
称
さ
れ
る
時
代
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。

未
来
に
明
る
い
展
望
の
見
え
た
高
度
経
済
成
長
の
時
期
と
は
違
っ
て
、
下
降
す
る
時
代

が
、
人
々
の
目
を
未
来
で
は
な
く
過
去
に
向
け
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
自
信
を
失
っ

た
人
々
が
過
去
の
日
本
人
の
姿
を
見
て
、
ほ
ん
の
少
し
自
信
を
取
り
戻
す
。
そ
の
言
わ

ば
保
守
的
な
欲
求
に
作
家
た
ち
も
無
意
識
の
う
ち
に
応
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。


