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青
山　
日
本
画
と
い
う
と
横
山
大
観
の
作
品
や
近
代
の
名
画
を
連
想
し
て
、
若
い
人
は
現
代
日
本
画

に
中
々
興
味
・
関
心
が
薄
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
今
回
「
日
本
画
の
逆
襲
」
と
い
う
少
し
尖
っ

た
タ
イ
ト
ル
の
展
覧
会
を
開
催
し
ま
し
た
。最
初
に
出
品
を
お
願
い
し
た
時
、ど
う
思
い
ま
し
た
か
？

新
恵　
美
術
館
に
飾
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
広
く
作
品
を
人
に
見
て
い
た
だ
け
る
と
大
変
嬉
し
く

思
い
ま
し
た
。
こ
の
美
術
館
に
飾
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
は
二
度
目
に
な
り
ま
す
。
広
く
て
大
好
き
な

美
術
館
で
す
の
で
、
こ
ち
ら
に
飾
ら
せ
て
い
た
だ
き
本
当
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

青
山　
二
〇
〇
八
年
の
「
い
ま
、
日
本
画
は
」
と
い
う
展
覧
会
で
、
沢
山
の
作
家
さ
ん
と
あ
わ
せ
て

新
恵
先
生
の
作
品
を
出
品
し
ま
し
た
。
そ
の
時
も
「
現
代
日
本
画
と
は
何
か
」
を
問
い
か
け
る
展
覧

会
で
し
た
。
今
回
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
四
点
の
作
品
を
出
品
し
て
い
ま
す
。
タ

イ
ト
ル
が
全
部≪

揺
籃≫

。
ゆ
り
か
ご
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
共
通
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
割
と
近

年
の
テ
ー
マ
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

新
恵　
イ
ン
ド
に
通
っ
て
約
三
十
年
に
な
り
ま
す
。
明
治
時
代
、
イ
ン
ド
に
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ

註
一　
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー

ル(

一
八
六
一
～
一
九
四
一)　
イ
ン

ド
の
詩
人
・
小
説
家
・
思
想
家

一
九
六
三
年
、
大
阪
市
生
ま
れ
。
一
九
八
九
年
、
多
摩
美
術
大
学
大
学
院
修
了
。
団
体
に
所
属
せ
ず
、

個
展
や
グル
ー
プ
展
を
中
心
に
活
動
す
る
。
イン
ド
を
繰
り
返
し
放
浪
し
、
そ
こ
で
得
た
テ
ーマ
を
題
材

に
制
作
し
てい
る
。
二
〇
一
八
年
の
中
村
屋
サロン
美
術
館
の
個
展
で
は
、
墨
の
大
作
を
発
表
。
二
〇
一
九

年
に
は
イン
ド
に
て
個
展
を
開
催
。

新
恵　

美
佐
子

ゴ
ー
ル(

註
一)

と
い
う
、
特
に
ベ
ン
ガ
ル
地
方
で
は
神
様
と
崇
め
ら
れ
て
い
る
偉
大
な
文
人
が
い

ま
し
た
。
タ
ゴ
ー
ル
の
ギ
タ
ン
ジ
ャ
リ
と
い
う
詩
の
一
節
に
「
生
と
死
の
海
の
揺よ

よ
よ
よ籃
」
と
い
う
詩
が

あ
り
ま
す
。
ゆ
り
か
ご
の
よ
う
に
、
生
と
死
の
海
で
そ
の
生
命
が
た
ゆ
た
う
、
浮
か
ん
で
揺
ら
め
く

イ
メ
ー
ジ
の
詩
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
て
描
い
て
い
ま
す
。

青
山　
そ
の
前
の
豊
橋
市
美
術
博
物
館
で
の
「
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
豊
橋　
星
野
眞
吾
賞
展
」
に
出
品

し
て
い
た
作
品
は≪

花≫

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
し
た
が
。

新
恵　

≪

花≫

と≪

揺
籃≫

、
タ
イ
ト
ル
は
違
い
ま
す
が
内
容
に
大
き
な
差
は
あ
ま
り
な
い
で
す
。

植
物
は
種
か
ら
新
芽
が
出
て
育
ち
、
葉
を
つ
け
て
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
そ
の
花
が
咲
く
時
の
一
時
の

状
態
を
切
り
取
り
「
花
」
を
タ
イ
ト
ル
に
使
っ
て
い
ま
す
。
花
は
や
が
て
枯
れ
て
、
種
と
な
り
、
種

は
地
面
に
落
ち
て
、ま
た
次
の
生
命
が
生
ま
れ
る
。
生
と
死
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
テ
ー
マ
は「
繰

り
返
す
生
命
」
重
々
し
く
い
う
と
「
輪
廻
」
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
多
く
の
人
が
輪
廻
転
生
を
信
じ
て

い
る
よ
う
で
、
私
の
作
品
は
か
な
り
イ
ン
ド
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

青
山　
こ
こ
で
簡
単
に
新
恵
先
生
の
経
歴
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
ご
出
身
は
大
阪
、
多
摩
美
術
大
学
で

大
学
院
ま
で
進
み
ま
し
た
。
個
人
的
に
は
多
摩
美
術
大
学
は
す
ご
く
自
由
な
雰
囲
気
の
学
校
と
感
じ

ま
す
。
東
京
藝
術
大
学
が
東
京
美
術
学
校
の
時
代
か
ら
歴
史
が
長
く
真
面
目
な
感
じ
、
武
蔵
野
美
術

大
学
も
割
と
堅
実
な
感
じ
と
い
う
か
。
多
摩
美
術
大
学
の
自
由
な
雰
囲
気
で
学
生
時
代
を
過
ご
し
て

み
て
ど
う
で
し
た
か
？

新
恵　
や
っ
ぱ
り
多
摩
美
は
か
な
り
自
由
で
し
た
。
今
は
ち
ょ
っ
と
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当

時
は
放
っ
た
ら
か
し
、
好
き
に
描
か
せ
て
く
れ
る
と
い
う
自
由
奔
放
な
気
風
で
し
た
。
私
は
大
阪
出

身
で
、
市
立
工
芸
高
校
の
美
術
科
を
卒
業
し
て
い
ま
す
。
高
校
在
学
中
か
ら
、
自
由
に
描
き
た
い
と
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い
う
希
望
が
強
か
っ
た
の
で
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
多
摩
美
を
選
ん
だ
よ
う
に
思
い
ま
す
。

青
山　
多
摩
美
術
大
学
を
修
了
後
、
公
募
展
に
は
参
加
せ
ず
に
個
展
や
グ
ル
ー
プ
展
中
心
に
活
動
し

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
例
え
ば
日
本
画
家
の
多
く
は
、
大
学
な
り
色
々
な
と
こ
ろ
で
出
会
っ

た
師
匠
が
い
て
、師
が
出
し
て
い
る
公
募
展
に
自
分
も
出
品
す
る
流
れ
が
主
と
思
い
ま
す
。そ
う
い
っ

た
コ
ー
ス
は
全
く
意
識
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
？

新
恵　
実
は
画
歴
に
は
書
い
て
な
い
ん
で
す
け
ど
、
在
学
中
に
一
度
だ
け
日
展
に
出
品
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。

青
山　
そ
う
で
し
た
か
。
卒
業
し
て
か
ら
、
今
神
奈
川
に
ア
ト
リ
エ
を
か
ま
え
て
い
ま
す
が
、
随
分

長
く
使
っ
て
い
ま
す
か
？

新
恵　
一
九
九
四
年
か
ら
使
っ
て
い
ま
す
。友
達
と
数
人
で
使
い
始
め
た
共
同
ア
ト
リ
エ
で
し
た
が
、

今
は
二
人
に
な
り
ま
し
た
。

青
山　
イ
ン
ド
に
長
く
放
浪
し
て
い
ま
し
た
が
、
ポ
ー
ラ
美
術
振
興
財
団
の
平
成
九
年
の
在
外
研
修

で
一
九
九
八
年
～
九
九
年
の
一
年
間
、ず
っ
と
イ
ン
ド
に
滞
在
。そ
れ
が
一
番
長
期
滞
在
で
し
た
か
？

新
恵　
一
番
最
初
の
長
期
滞
在
は
大
学
を
卒
業
し
て
す
ぐ
イ
ン
ド
へ
行
っ
て
、
約
一
年
、
イ
ン
ド
だ

け
で
な
く
隣
国
を
含
め
、
放
浪
し
ま
し
た
。
期
間
が
長
い
の
で
、
今
も
訪
問
と
い
う
よ
り
放
浪
の
方

が
ぴ
っ
た
り
き
ま
す
ね
。

青
山　
今
回
出
品
し
て
い
る
作
品
は
、
使
っ
て
い
る
素
材
が
実
は
キ
ャ
ン
バ
ス
。
墨
、
顔
料
を
ア
ク

リ
ル
で
定
着
さ
せ
て
い
ま
す
。
日
本
画
の
伝
統
的
な
描
き
方
と
し
て
は
、岩
絵
具(
註
二)

と
膠

よ
よ
よ(

註

三)

を
使
う
の
で
す
が
、
新
恵
先
生
も
大
学
で
は
膠
を
使
っ
た
仕
事
を
？

新
恵　
そ
う
で
す
。

註
二　
鉱
物
を
砕
い
た
新
井
顔
料

註
三　
動
物
の
骨
や
川
を
煮
て
つ
く
る

コ
ラ
ー
ゲ
ン
の
よ
う
な
成
分
を
も
う
一

度
水
で
ふ
や
か
し
て
、
煮
溶
か
し
て
接

着
剤
と
し
て
使
う

青
山　
そ
れ
が
ア
ク
リ
ル
と
キ
ャ
ン
バ
ス
と
い
っ
た
材
料
に
転
換
し
て
い
っ
た
き
っ
か
け
は
？

新
恵　
イ
ン
ド
で
は
日
本
画
の
材
料
は
手
に
入
ら
な
い
の
で
、
そ
の
場
所
で
手
に
入
る
画
材
で
絵
を

描
い
て
い
た
ら
、
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
画
の
画
材
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
だ

わ
り
は
な
い
で
す
ね
。
で
は
な
ぜ
「
日
本
画
の
逆
襲
」
展
に
出
し
て
い
る
の
か
と
い
う
理
由
は
後
で

説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

青
山　
日
本
画
を
日
本
画
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
一
体
何
な
の
か
。
素
材
が
日
本
画
の
画
材
だ
っ

た
ら
日
本
画
と
言
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
作
家
が
「
日
本
画
」
と
思
っ
て
い
た
ら
そ
れ
は
日
本
画
な

の
か
、
そ
も
そ
も
伝
統
的
な
日
本
画
の
画
材
と
は
何
か
を
考
え
始
め
る
と
実
は
結
構
や
や
こ
し
い
問

題
で
、
日
本
画
の
画
材
そ
の
も
の
が
近
世
と
近
現
代
で
断
絶
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
先
ほ
ど
さ
ら
っ
と
「
岩
絵
具
」
を
、
鉱
物
を
砕
い
た
も
の
と
言
い
ま
し
た
が
、
厳
密

に
天
然
の
岩
絵
具
と
言
え
る
の
は
群
青(

註
四)

と
緑
青(

註
五)

の
わ
ず
か
二
種
類
だ
け
な
ん
で

す
。
じ
ゃ
あ
今
の
日
本
画
家
た
ち
が
使
っ
て
い
る
非
常
に
美
し
い
、
発
色
の
よ
い
、
宝
石
の
よ
う
な

砂
の
絵
具
は
何
な
の
か
と
い
う
と
、
近
代
の
工
業
製
品
で
、
金
属
等
で
発
色
さ
せ
た
色
ガ
ラ
ス
を
砕

い
て
つ
く
る
新
岩
絵
具
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
も
の
す
ご
く
綺
麗
な
発
色
の
画
材
で
す
が
、
昔
の

人
た
ち
は
そ
う
い
う
豊
か
な
画
材
を
使
っ
て
描
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
近
世
以
前

の
作
品
は
画
材
の
制
限
を
感
じ
さ
せ
な
い
豊
か
な
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
画
材
そ
の
も
の
も
随

分
昔
と
違
う
の
に
、
で
は
日
本
画
っ
て
一
体
な
ん
な
ん
だ
ろ
う
と
考
え
始
め
る
と
、
迷
路
に
入
っ
た

よ
う
に
出
口
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
も
、
現
代
の
日
本
画
と
し
て
描
い
て
い
る
作
家
の
色
々
な
作
品
を
集
め
る
こ
と
で
、
日

本
画
の
本
質
と
い
う
か
根
源
的
な
と
こ
ろ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
が
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
私
の
悩

註
四　
藍
銅
鉱
、
ア
ズ
ラ
イ
ト

註
五　
孔
雀
石
、
マ
ラ
カ
イ
ト
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み
に
も
何
か
ヒ
ン
ト
が
出
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
お
声
掛
け
し
ま
し
た
。

新
恵　
何
を
以
て
日
本
画
か
と
い
う
こ
と
。
日
本
画
に
ほ
と
ん
ど
興
味
の
な
い
方
々
か
ら
は
色
々
な

答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。
墨
絵
（
水
墨
画
）
と
か
、
水
彩
画
の
こ
と
で
し
ょ
と
か
、
な
ん
か
ち
ょ
っ

と
高
い
絵
具
使
う
で
し
ょ
と
か
。
日
本
画
と
い
う
言
葉
は
明
治
時
代
に
で
き
た
言
葉
な
ん
で
す
。
日

本
が
一
気
に
西
洋
化
を
始
め
る
時
代
、
油
絵
具
も
入
っ
て
く
る
。
岡
倉
天
心
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
一
緒

に
日
本
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
つ
く
ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
「Japanese Paint-

ing

」
と
言
っ
た
の
を
「
日
本
画
」
と
和
訳
し
た
。
そ
れ
が
今
も
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
西
洋
画

に
対
し
て
で
き
た
言
葉
が
日
本
画
で
、一
時
は
明
治
か
ら
戦
前
ま
で
、花
鳥
風
月
を
中
心
に
、今
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
な
材
料
で
描
く
日
本
画
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
後
に
な
る
と
、
花
鳥
風
月
だ
け
で

は
な
く
て
、
題
材
が
も
っ
と
幅
広
く
な
り
、
表
現
の
方
法
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
頃

「
日
本
画
滅
亡
論
」
が
登
場
、
日
本
画
と
は
何
か
の
答
え
は
出
な
い
ま
ま
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
ほ
ぼ
毎
年
イ
ン
ド
に
行
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
最
近
自
分
に
と
っ
て
の
一
つ
の
答
え
を

イ
ン
ド
で
見
つ
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
日
本
画
が
生
ま
れ
た
時
期
、
岡
倉
天
心
は
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ

ト
・
タ
ゴ
ー
ル
と
交
流
し
て
い
て
、
タ
ゴ
ー
ル
が
イ
ン
ド
に
天
心
を
呼
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、
天
心

の
導
き
で
横
山
大
観
、
菱
田
春
草
も
イ
ン
ド
に
行
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
頃
に
イ
ン
ド
に
も
西
洋
化
の

波
が
押
し
寄
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
イ
ン
ド
に
は
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル（
細
密
画
）や
ラ
ー
ジ
プ
ー

ト
絵
画
な
ど
の
伝
統
絵
画
が
あ
り
ま
す
。
急
激
な
西
洋
化
に
対
し
て
ベ
ン
ガ
ル
地
方
で
、
イ
ン
ド
独

自
の
も
の
を
つ
く
り
出
そ
う
と
い
う
運
動
が
起
こ
っ
た
の
は
、
日
本
の
そ
れ
に
と
て
も
よ
く
似
て
い

ま
し
た
し
、
実
際
に
大
観
や
春
草
が
持
ち
込
ん
だ
「
朦
朧
体
」
が
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
イ
ン
ド
で
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
ハ
ヴ
ェ
ル(

註
六)

と
い
う
人
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
役
割
を

註
六　

E

・B･

ハ
ヴ
ェ
ル(
一
八
六
一

～
一
九
三
四) 

イ
ギ
リ
ス
人
。
マ
ド
ラ

ス
美
術
学
校
、
コ
ル
カ
タ
政
府
美
術
学

校
の
学
長

果
た
し
て
ベ
ン
ガ
ル
派
絵
画
が
誕
生
し
ま
し
た
。

誤
解
を
承
知
で
私
個
人
の
結
論
を
言
い
ま
す
と
、「
日
本
画
も
西
洋
画
も
境
目
が
な
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
。
岡
倉
天
心
が
東
京
美
術
学
校
を
追
わ
れ
た
時
、
洋
画
の

代
表
は
黒
田
清
輝
で
し
た
。
黒
田
清
輝
の
代
表
作
《
湖
畔
》
は
、
水
辺
で
浴
衣
を
着
た
女
性
が
涼
し

げ
に
う
ち
わ
で
扇
い
で
い
る
と
い
う
油
絵
で
す
。
も
の
す
ご
く
日
本
的
な
テ
ー
マ
を
油
絵
で
描
い
て

い
る
ん
で
す
。
か
た
や
日
本
画
の
材
料
を
使
っ
て
描
く
作
家
、
例
え
ば
竹
内
栖
鳳
が
タ
ー
ナ
ー
や
コ

ロ
ー
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
、
西
洋
の
写
実
画
法
を
取
り
入
れ
て
日
本
画
を
描
く
ん
で
す
。
全
く

西
洋
的
な
日
本
画
と
全
く
日
本
的
な
洋
画
、
こ
の
差
は
な
ん
だ
ろ
う
と
、
日
本
画
で
も
洋
画
で
も
一

回
転
し
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
洋
画
の
こ
と
を
日
本
画
と
い
っ
て
も
構
わ
な
い
の
で
は
と
も
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
で
ラ
ヴ
ィ
・
ヴ
ァ
ル
マ(

註
七)

の
作
品
を
見
た
時
の
事
で
す
。
イ
ギ

リ
ス
人
画
家
か
ら
油
絵
を
教
わ
っ
た
ヴ
ァ
ル
マ
は
イ
ン
ド
の
西
洋
画
の
父
の
よ
う
な
存
在
で
、
油
絵

具
を
使
っ
て
美
し
い
イ
ン
ド
の
女
神
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
々
、
イ
ン
ド
神
話
等
を
描
い
て
い
る
ん

で
す
。
も
の
す
ご
く
イ
ン
ド
的
で
イ
ン
ド
の
魂
を
油
絵
具
で
描
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
洋

画
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
違
和
感
を
覚
え
ま
し
た
。
日
本
と
イ
ン
ド
を
シ
ン
ク
ロ
し
て
考
え

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
日
本
画
、
西
洋
画
を
画
材
の
違
い
だ
け
で
分
け
る
の
は
何
か
違
う
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
一
部
で
は
、
日
本
画
と
い
う
の
を
や
め
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
っ
た
話
も
あ
る
と
聞

き
ま
す
が
、
自
分
に
と
っ
て
は
「
日
本
画
の
逆
襲
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
ま
さ
に
「
逆
襲
の
逆
襲
」、

一
回
転
し
て
元
の
位
置
の
近
い
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
今
は
日
本
画
と
い

う
言
葉
に
ロ
マ
ン
さ
え
感
じ
、
ベ
ン
ガ
ル
派
の
画
家
た
ち
も
憧
れ
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
日
本
画

を
肯
定
的
に
見
て
い
ま
す
。「
日
本
画
の
逆
襲
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
受
け
止
め
方
は
様
々
で
、
全

註
七　
ラ
ジ
ャ
・
ラ
ヴ
ィ
・
ヴ
ァ
ル
マ

(

一
八
四
八
～
一
九
〇
六) 

イ
ン
ド
の

画
家
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作
家
が
違
う
受
け
止
め
方
を
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
「
逆
襲
の
逆
襲
」
で
元

に
戻
っ
た
タ
イ
プ
の
人
間
だ
と
思
い
ま
す
。

青
山　
タ
ゴ
ー
ル
の
話
は
過
去
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
伺
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ベ
ン
ガ
ル
絵
画
の
話

は
つ
い
最
近
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
も
、
イ
ン
ド
の
状
況
を
全
然
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、

非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
明
治
の
菱
田
春
草
も
日
本
画
、
洋
画
と
い
う

呼
び
方
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
、
す
べ
て
一
本
化
し
た
「
日
本
の
絵
画
」
と
呼
べ
ば
い
い
の
で
は

な
い
か
と
、「
絵
画
に
つ
い
て
」と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
残
し
て
い
ま
す
。
一
五
〇
年
回
っ
て
、や
っ

ぱ
り
菱
田
春
草
の
言
っ
た
時
点
に
戻
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
を
今
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま

し
た
。

新
恵
美
佐
子
《
揺
籃
》
二
〇
一
三
年


