
新

刊

紹

介

川
村
裕
子
著
『
装
い
の
王
朝
文
化
』

大
竹

明
香

本
書
は
、
衣
、
衣
装
を
視
点
と
し
て
、『
源
氏

物
語
』
や
『
蜻
蛉
日
記
』、『
枕
草
子
』
な
ど
の
王

朝
文
学
を
読
み
解
く
も
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
資

料
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
王
朝
装
束
の

姿
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
解
釈
を

展
開
す
る
本
書
の
内
容
を
、
以
下
各
章
に
分
け
て

お
お
ま
か
に
紹
介
し
た
い
。

第
一
章
「
社
会
の
呪
縛
と
衣
が
語
る
も
の
」
で

は
、
衣
の
持
つ
社
会
的
な
枠
組
み
に
焦
点
を
当
て

る
。
今
で
あ
れ
ば
「
そ
の
人
ら
し
さ
」
を
表
す

「
着
崩
す
」
こ
と
が
、
王
朝
の
男
性
貴
族
が
公
の

場
（
宮
中
）
に
お
い
て
装
束
が
着
崩
れ
て
い
る
場

合
は
、
嘲
笑
の
的
と
な
っ
て
い
た
こ
と
。
た
だ
し
、

「
着
崩
れ
た
」
束
帯
姿
と
は
反
対
に
、
狩
衣
姿
に

身
を
「
や
つ
す
」
こ
と
は
、
都
か
ら
離
れ
た
宇
治

へ
通
う
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
人
物
、
薫
を
と
お

し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
薫
が
身
を
「
や
つ
す
」
こ

と
の
意
味
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
さ
ら
に
は
衣
が

持
つ
「
上
下
関
係
」
を
示
す
事
象
に
つ
い
て
も
触

れ
る
。

第
二
章
「
狩
衣
と
恋
が
語
る
も
の
」
で
は
、
前

章
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
の
薫
や
光

源
氏
の
狩
衣
姿
（
や
つ
す
こ
と
）
が
、
王
朝
男
性

貴
族
の
「
恋
」
の
表
現
方
法
で
あ
る
こ
と
に
着
目

す
る
。
光
源
氏
が
夕
顔
に
対
し
て
身
を
や
つ
し
て

い
た
意
味
に
つ
い
て
述
べ
、
光
源
氏
が
夕
顔
の
前

に
自
ら
の
姿
を
見
せ
た
そ
の
先
に
語
ら
れ
る
二
人

の
恋
の
悲
劇
に
つ
い
て
読
み
解
い
て
い
る
。
ま
た

本
章
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、
狩
衣
姿
が
「
恋
」
の
表

現
で
あ
る
と
い
う
切
り
口
か
ら
、『
蜻
蛉
日
記
』

に
唯
一
描
か
れ
る
兼
家
の
狩
衣
姿
に
つ
い
て
も
、

「
恋
の
趣
が
込
め
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
。

第
三
章
「
直
衣
と
普
段
着
が
語
る
も
の
」
で

は
、
王
朝
男
性
貴
族
の
正
装
と
普
段
着
に
つ
い
て

の
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
え
で

直
衣
姿
は
普
段
着
か
否
か
、
と
の
問
い
の
も
と
、

『
蜻
蛉
日
記
』
に
描
か
れ
る
兼
家
の
直
衣
姿
に
つ

い
て
、
新
た
な
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
ぜ

ひ
、
本
書
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

第
四
章
「
人
物
の
衣
が
語
る
も
の
」
は
、
人
が

着
て
い
る
衣
と
人
格
の
関
係
に
つ
い
て
、
つ
ま
り

衣
が
表
出
す
る
人
物
像
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
こ
こ

で
は
主
に
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
人
物
髭
黒
と
、

『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
て
い
る
源
方
弘
に
ま
つ
わ

る
叙
述
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
纏
っ
て
い
る
衣
と
、

そ
の
人
に
付
与
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
「
ず
れ
」
に

つ
い
て
言
及
す
る
。
特
に
『
源
氏
物
語
』
の
髭
黒

に
つ
い
て
は
、そ
の
名
が
表
す
と
お
り
の
「
無
骨
」

な
イ
メ
ー
ジ
が
、
い
か
に
玉
鬘
の
心
情
に
寄
り

添
っ
た
も
の
で
あ
り
、
作
中
に
語
ら
れ
る
彼
の
装

い
か
ら
読
み
解
く
人
物
像
と
の
「
ず
れ
」
の
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
五
章
「
時
の
な
か
の
衣
が
語
る
も
の
」
で

は
、
衣
装
の
縫
製
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
も
そ
も
、

王
朝
男
性
貴
族
が
身
に
纏
っ
て
い
た
衣
は
、
そ
れ

を
縫
い
上
げ
る
為
に
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
必
要

と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、『
枕
草
子
』

に
あ
る
「
と
み
の
物
」
と
の
表
現
に
着
目
し
、
さ

ら
に
は
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
源
氏
物
語
』、『
後
撰

和
歌
集
』
な
ど
の
記
述
か
ら
、
意
外
に
も
縫
製
に

か
か
る
時
間
の
短
か
っ
た
こ
と
が
解
き
明
か
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
夫
の
衣
装
の
用
意
は
妻
の
仕
事

で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
女
性
た
ち
の

「
思
い
」
に
も
言
及
す
る
。

第
六
章
「
着
替
え
の
衣
が
語
る
も
の
」
で
は
、

衣
を
着
替
え
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
衣
の
縫
製
に

か
か
る
時
間
同
様
、
何
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
衣

を
着
替
え
る
時
間
は
ど
の
く
ら
い
の
も
の
な
の
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か
。
本
章
で
は
漢
文
日
記
や
『
源
氏
物
語
』、『
枕

草
子
』
な
ど
か
ら
、
着
替
え
に
か
か
る
時
間
を
読

み
解
く
。
く
わ
え
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
が
描
く
衣

を
纏
っ
た
兼
家
の
立
派
な
姿
と
、
着
替
え
の
能
動

に
つ
い
て
の
記
述
の
省
略
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て
、

兼
家
の
姿
と
逆
照
射
さ
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
道

綱
母
の
姿
に
つ
い
て
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い

る
。第

七
章
「
親
子
の
衣
が
語
る
も
の
」
で
は
、
と

り
わ
け
て
そ
の
詳
細
な
実
態
の
わ
か
ら
な
い
、
子

ど
も
の
衣
装
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
文
献
か
ら

そ
の
様
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』

の
作
者
で
あ
る
藤
原
道
綱
母
は
、
裁
縫
が
得
意
で

あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
道
綱
母
が
息
子
で
あ
る
道

綱
の
為
に
用
意
し
た
賭
弓
や
舞
人
に
選
ば
れ
た
際

の
衣
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
と
、
道
綱
母
の
衣

に
込
め
た
思
い
に
焦
点
を
当
て
、『
蜻
蛉
日
記
』

を
読
み
解
く
。

以
上
、
各
章
の
要
旨
を
述
べ
て
き
た
。
衣
は
単

に
身
体
を
守
り
包
む
も
の
と
し
て
の
機
能
だ
け
で

な
く
、「
人
々
に
い
ろ
い
ろ
な
制
約
を
与
え
て
」

も
い
る
。
ま
た
一
方
で
、「
人
を
や
さ
し
く
包
ん

で
も
い
る
」。
本
書
で
は
衣
を
身
に
纏
う
人
の
み

な
ら
ず
、
衣
を
用
意
し
着
替
え
さ
せ
、
晴
れ
の
場

へ
と
送
り
出
す
女
性
の
心
情
に
も
焦
点
を
当
て
て

い

も
の

い
る
。
そ
の
う
え
で
、
衣
は
「
人
の
心
の
容
れ
物
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
衣
が
語
る
「
人
の
心
」
に

つ
い
て
、
ま
た
衣
の
持
つ
意
味
を
問
い
直
す
本
書

を
、
ぜ
ひ
多
く
の
方
に
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。

（
二
〇
一
六
年
七
月

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

角

川
選
書

四
六
判

一
八
七
頁

本
体
一
六
〇
〇

円
）

（
お
お
た
け
あ
か
り

大
学
院
後
期
課
程
在
学

生
）

平
山
城
児
著
『
鷗
外
「
奈
良
五
十
首
」
を
読
む
』

湯
本

優
希

森
鷗
外
「
奈
良
五
十
首
」
は
、
大
正
十
一
年
一

月
の
『
明
星
』
に
、
Ｍ
・
Ｒ
の
署
名
で
掲
載
さ
れ

た
。
こ
の
「
奈
良
五
十
首
」
は
、
鷗
外
が
大
正
七

年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
、
五
回
に
わ
た
り
奈
良

へ
趣
い
た
中
の
、
前
四
回
の
体
験
を
も
と
に
作
ら

れ
て
い
る
。

本
書
は
、『
鷗
外
「
奈
良
五
十
首
」
の
意
味
』

（
一
九
七
五
年
、
笠
間
書
房
）
を
改
訂
・
増
補
し

表
題
を
改
め
た
も
の
で
あ
り
、
鷗
外
の
「
奈
良
五

マ

ス

十
首
」
を
一
首
一
首
読
み
解
い
た
上
で
、「
総
体
」

と
し
て
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。
従
来
の
、「
奈
良
五
十
首
」
の
中
か
ら

数
首
を
取
り
上
げ
た
論
考
や
鷗
外
論
の
一
部
と
し

て
の
扱
い
と
は
異
な
り
、
五
十
首
全
て
に
注
解
を

マ

ス

施
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
「
総
体
」
に
意
味
づ
け

を
行
っ
て
い
く
。

章
構
成
は
「
一

序
に
か
え
て
」「
二

帝
室

博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
と
し
て
の
鷗
外
」「
三

「
奈
良
五
十
首
」」「
四

「
奈
良
五
十
首
」
の
構

成
」「
五

「
奈
良
五
十
首
」
の
意
味
」「
六
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「
我
百
首
」
の
構
成
」「
七

万
葉
集
と
鷗
外
の

「
う
た
日
記
」」
と
な
っ
て
い
る
。
各
章
ご
と
に

紹
介
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
「
一

序
に
か
え
て
」
で
は
、
従
来
の

「
奈
良
五
十
首
」
に
関
す
る
論
考
と
は
異
な
る
、

「
塊
り
」
と
し
て
の
意
味
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ

と
の
意
図
が
論
じ
ら
れ
る
。
斎
藤
茂
吉
は
「
奈
良

ゲ
ダ
ン
ケ
ン
リ
リ
ー
ク

五
十
首
」
を
「
一
種
の
思
想
的
抒
情
詩
」
と
評
し

た
が
、
そ
れ
は
適
切
で
は
あ
る
も
の
の
、
別
の
見

方
に
よ
っ
て
は
「
過
褒
」
と
も
言
え
る
と
指
摘
さ

れ
る
。
し
か
し
鷗
外
の
五
十
首
の
「
総
体
」
と
し

て
の
意
図
は
「
思
想
的
叙
事
詩
」
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
示
唆
さ
れ
る
。

「
二

帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
と
し
て
の

鷗
外
」
で
は
、
鷗
外
の
当
時
の
職
務
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
る
。
大
正
七
年
か
ら
十
一
年
に
奈
良
を
訪

れ
た
鷗
外
は
、
大
正
六
年
十
二
月
に
帝
室
博
物
館

総
長
兼
図
書
頭
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
時
、

鷗
外
が
高
嶋
米
峰
に
よ
る
要
請
文
を
意
識
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
革
新
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

の
指
摘
と
と
も
に
、
そ
の
革
新
の
内
容
が
紹
介
さ

れ
る
。
な
か
で
も
、
正
倉
院
の
拝
観
者
資
格
の
拡

張
と
い
う
功
績
に
つ
い
て
は
第
三
章
に
お
い
て

「
奈
良
五
十
首
」
の
内
容
と
の
関
連
性
が
述
べ
ら

れ
る
。

「
三

「
奈
良
五
十
首
」」
で
は
、
五
十
首
を

一
首
目
か
ら
順
に
読
み
解
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
詳
細

な
注
解
を
行
っ
て
い
る
。
鷗
外
の
日
記
委
蛇
録
に

お
け
る
記
述
も
数
多
く
参
照
さ
れ
、
そ
の
よ
ま
れ

た
背
景
と
と
も
に
一
首
一
首
に
踏
み
込
ん
で
い

く
。
一
見
す
る
と
作
者
が
一
度
に
奈
良
を
訪
れ
た

際
に
五
十
首
が
よ
ま
れ
た
と
い
う
構
成
に
見
え
る

が
、
一
首
ご
と
に
成
立
の
背
景
を
検
討
し
て
ゆ
く

と
、「
奈
良
五
十
首
」
は
四
年
間
と
い
う
時
間
の

中
で
そ
れ
ぞ
れ
さ
ま
ざ
ま
な
時
期
に
よ
み
た
め
ら

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

ま
た
、
一
首
一
首
の
解
釈
だ
け
で
な
く
、
本
書

の
目
的
で
あ
る
「
総
体
」
と
し
て
の
「
奈
良
五
十

首
」
と
い
う
位
置
づ
け
に
鑑
み
、
五
十
首
内
で
の

時
間
や
主
題
の
連
関
と
い
っ
た
相
関
関
係
に
つ
い

て
も
緻
密
に
記
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
五
十
首
の

う
ち
一
首
だ
け
を
取
り
出
し
て
論
じ
ら
れ
る
際
の

印
象
と
、「
総
体
」
の
一
首
と
し
て
解
釈
さ
れ
る

際
の
印
象
の
差
異
が
示
さ
れ
、「
奈
良
五
十
首
」

を
「
総
体
」
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
視
座
か
ら

見
た
と
き
、
一
首
一
首
に
関
す
る
結
論
が
変
化
す

る
と
い
う
非
常
に
意
義
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
鷗
外
は
仏
教
語
の
「
三
毒
」
を
そ
の

中
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
貪
欲
」、
つ
ま
り
金
銭
欲

と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
欲
望
を
持
つ

人
々
を
悪
人
と
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
、
こ
の

「
三
毒
」
や
「
富
人
」
等
の
金
銭
欲
に
ま
つ
わ
る

語
が
「
奈
良
五
十
首
」
全
体
の
テ
ー
マ
に
お
け
る

「
キ
イ
・
ワ
ー
ド
」
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
も
よ
い

と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
基
軸
と
し
て
第
一
章
で

提
示
さ
れ
た
「
古
き
よ
き
時
代
の
奈
良
」
と
「
現

在
の
い
ま
わ
し
き
人
間
世
界
」
と
い
う
対
立
に
収

斂
さ
れ
る
、
鷗
外
の
率
直
な
讃
美
や
憤
り
が
見
ら

れ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
一
首
ご
と
の
緻
密
な
注
解

と
丹
念
な
全
体
像
の
分
析
に
よ
り
、
一
首
一
首
が

全
体
へ
と
還
っ
て
い
く
こ
と
が
明
確
に
提
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
一
見
平
凡
に
見
え
る
一
首
が

全
体
の
働
き
の
中
で
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
い
う

鋭
い
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
四

「
奈
良
五
十
首
」
の
構
成
」
で
は
、「
奈

良
五
十
首
」
の
構
成
を
テ
ー
マ
ご
と
に
分
類
し
、

再
編
成
さ
れ
た
「
奈
良
五
十
首
」
が
示
さ
れ
る
。

こ
の
整
理
に
よ
っ
て
「
奈
良
五
十
首
」
の
配
列
が

制
作
年
代
順
で
は
な
く
、
秩
序
整
然
と
並
べ
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら

が
奈
良
を
訪
れ
た
際
の
一
度
の
体
験
を
も
と
に
よ

ま
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
原
因
は
、
鷗
外

に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
五
十
首
の
配
列
に
あ
っ

た
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
一
首
一
首
の
独
立
性

よ
り
全
体
と
し
て
の
表
現
に
力
点
が
置
か
れ
た
古
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今
集
と
同
じ
意
味
合
い
を
持
た
せ
る
た
め
ひ
と
つ

の
「
塊
り
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
続
く
。
意

図
的
な
配
列
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
五
十
首
を
一

つ
の
作
品
と
し
て
捉
え
る
こ
と
こ
そ
鷗
外
の
意
図

を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、「
奈
良

五
十
首
」
の
新
た
な
全
体
像
が
提
示
さ
れ
て
い

る
。「

五

「
奈
良
五
十
首
」
の
意
味
」
で
は
、
鷗

外
に
よ
る
、
明
治
三
十
七
、
八
年
の
日
露
戦
争
中

に
作
ら
れ
た
『
う
た
日
記
』
や
、
明
治
四
十
二
年

五
月
に
発
表
さ
れ
た
明
星
調
の
意
識
的
な
模
倣
を

土
台
と
し
た
「
我
百
首
」、
明
治
三
十
九
年
か
ら

大
正
六
年
の
長
期
間
に
わ
た
り
作
ら
れ
、『
う
た

日
記
』
や
「
我
百
首
」
と
は
別
種
の
歌
が
編
ま
れ

た
常
磐
会
詠
草
を
引
き
合
い
に
出
し
、「
奈
良
五

十
首
」
と
の
比
較
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

鷗
外
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
歌
に
比
べ
、「
奈
良
五

十
首
」
の
「
総
体
」
は
最
も
散
文
的
で
あ
り
、
露

骨
な
心
情
の
吐
露
と
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と

記
さ
れ
る
。
こ
の
批
判
や
怒
り
は
単
純
な
も
の
で

あ
る
た
め
、
第
一
章
で
触
れ
た
斎
藤
茂
吉
の
評
し

た
「
一
種
の
思
想
的
抒
情
詩
」
の
「
思
想
的
」
が

過
褒
だ
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
鷗
外

が
『
う
た
日
記
』
の
中
で
万
葉
集
の
影
響
か
ら
長

歌
形
式
を
試
み
た
も
の
の
、
近
代
に
お
い
て
長
歌

の
役
割
が
散
文
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
こ
と
で
そ

の
試
み
を
断
念
し
た
こ
と
に
触
れ
、
鷗
外
が
複
雑

な
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
長
歌
と
同
じ
効
果
を
持
た

せ
る
べ
く
、
短
歌
を
数
多
く
集
め
て
一
定
の
テ
ー

マ
を
持
つ
よ
う
構
成
し
た
も
の
こ
そ
が
「
奈
良
五

十
首
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
き
わ
め

て
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
六

「
我
百
首
」
の
構
成
」
で
は
、
第
五
章

で
も
触
れ
ら
れ
た
鷗
外
の
「
我
百
首
」
を
そ
の
背

景
や
内
容
の
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
「
我
百
首
」
に
は
「
奈
良
五
十
首
」
ほ
ど
の
緊

密
な
構
成
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ

る
。「

七

万
葉
集
と
鷗
外
の
「
う
た
日
記
」」
で

は
、
鷗
外
に
と
っ
て
万
葉
集
が
異
質
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
指
摘

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、「
う
た
日
記
」
と
万
葉
集

の
語
句
や
形
式
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
鷗
外
は
ど
の
よ
う
な
歌
風
の
歌
で
も
作

る
こ
と
が
で
き
る
テ
ク
ニ
シ
ャ
ン
で
あ
り
、
万
葉

集
か
ら
語
句
や
表
現
上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
借
用
し

た
と
示
さ
れ
て
い
る
。

マ

ス

本
書
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
「
総
体
」
と
し
て

「
奈
良
五
十
首
」
を
捉
え
る
と
い
う
試
み
の
有
効

性
は
、
他
の
鷗
外
の
歌
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な

歌
の
「
総
体
」
に
お
い
て
、
新
た
な
可
能
性
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ

の
貴
重
な
提
言
は
、
鷗
外
研
究
や
歌
の
解
釈
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
文
学
研
究
に
お
い
て
数
多

く
の
新
た
な
視
点
を
得
ら
れ
る
契
機
と
な
る
と
い

え
る
。
ぜ
ひ
本
書
を
繙
か
れ
た
い
。

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月

中
央
公
論
新
社

中
央

文
庫

二
九
八
頁

本
体
一
〇
〇
〇
円
）

（
ゆ
も
と
ゆ
き

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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