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『し
ぐ
れ
』
考

一

永
正
十
七
年

（
一
五
一
一〇
年
）
の
写
本
が
あ
り
、
奈
良
絵
本
や
刊
本
な

ど
伝
本
も
多
い
お
伽
草
子

「し
ぐ
れ
』
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て

広
く
流
布
し
た
物
語
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
ず
、
便
宜
上
、
「し
ぐ

れ
」
の
梗
概
を
、
平
出
銀
二
郎
氏

『近
古
小
説
解
題
』
（大
日
本
図
書
、
一

九
〇
九
年
）
の

「雨
や
ど
り

〈
一
名
し
ぐ
れ
の
え
ん
又
し
ぐ
れ
の
草
子
又
し

ぐ
れ
物
語
こ
解
題
に
よ
っ
て
示
す
。
な
お
、
私
に
段
落
を
改
め
て
あ
る
。

二
条
万
里
小
路
の
左
大
臣
殿
に
姫
君
あ
り
、
女
御
に
参
る
べ
き

仰
を
う
け
し
が
、
病
の
心
地
し
て
、
清
水
寺
に
参
籠
し
け
れ
ば
、

兄
の
中
将
さ
ね
あ
き
ら
そ
の
安
否
を
間
は
ん
た
め
清
水
寺
に
至
り

し
に
、
俄
に
時
雨
降
り
出
だ
し
、
一二
条
東
洞
院
に
住
ま
へ
り
し
中

納
言
き
ん
か
ね
の
娘
の
傘
な
く
し
て
困
り
け
る
を
見
、
己
が
さ
し

た
る
傘
を
貸
し
与
ふ
。
こ
れ
が
縁
と
な
り
て
、
遂
に
こ
の
姫
を
己

が
家
に
迎
へ
て
、
契
浅
か
ら
ず
。

し
か
る
に
左
大
臣
殿
あ
る
と
き
左
大
将
と
約
束
し
て
、
中
将
に

箕
浦
　
尚
美

左
大
将
の
娘
を
も
つ
て
癸
す
こ
と
に
定
む
。
中
将
は
も
と
よ
り
三

条
殿
の
姫
君
と
の
契
深
く
し
て
、
左
大
将
の
女
の
も
と
に
通
ふ
こ

と
を
好
ま
ざ
り
し
か
ば
、
左
大
将
そ
の
北
の
方
と
謀
り
て
呪
誼
す

る
こ
と
あ
り
し
に
よ
り
て
、
中
将
心
惑
ひ
て
、
今
は
三
条
殿
の
姫

君
の
こ
と
は
忘
れ
た
る
も
の
ヽ
ご
と
く
、
左
大
将
の
姫
君
の
も
と

に
と
ゞ
ま
り
て
明
し
暮
す
。

三
条
殿
の
姫
君
こ
れ
を
嘆
き
悲
し
む
の
み
な
り
し
が
、
や
が
て

己
が
召
使
へ
る
侍
従
と
い
ふ
も
の
ヽ
伯
母
に
、
丹
後
内
侍
と
い
ふ

も
の
あ
る
を
た
よ
り
て
身
を
託
す
。
も
と
こ
の
三
条
殿
の
姫
君
は

七
歳
の
と
き
女
御
の
宣
旨
を
蒙
り
た
れ
ど
、
早
く
父
母
に
死
に
別

れ
た
れ
ば
、
そ
の
事
お
の
づ
か
ら
止
み
た
る
さ
ま
な
り
し
も
の
な

る
が
、
丹
後
内
侍
あ
る
と
き
時
の
帝
に
こ
の
姫
の
己
が
家
に
あ
る

由
を
内
奏
し
た
り
し
か
ば
、
帝
こ
れ
を
召
さ
ん
と
し
た
ま
ふ
、
姫

君
は
只
管
中
将
の
こ
と
を
の
み
恋
ひ
慕
ひ
て
泣
く
の
み
。
帝
強
ひ

て
こ
れ
を
女
御
に
召
さ
れ
、
承
香
殿
に
置
か
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き

左
大
臣
の
姫
君
も
ま
た
女
御
に
召
さ
れ
て
、
麗
景
殿
に
置
か
る
。

さ
れ
ど
帝
は
承
香
殿
に
の
み
通
は
せ
ら
れ
て
、
寵
愛
浅
か
ら
ず
。
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さ
ね
あ
き
ら
の
中
将
は
帝
が
妹
の
麗
景
殿
に
通
は
せ
ら
る
ヽ
こ

と
な
き
を
快
か
ら
ず
思
ひ
て
、
出
仕
す
る
こ
と
な
か
り
し
か
ば
、

帝
怒
り
て
こ
れ
を
召
さ
せ
た
ま
ふ
。
中
将
途
に
さ
き
に
己
を
呪
誼

せ
し
形
代
あ
る
を
見
出
し
、
始
め
て
己
が
計
ら
れ
し
こ
と
を
悟

り
、
更
に
当
時
寵
妻
限
な
き
承
香
殿
の
か
の
三
条
殿
の
姫
君
な
る

こ
と
を
知
り
、
大
い
に
漸
ぢ
て
、
髪
を
き
り
て
承
香
殿
に
贈
り
、

俄
に
叡
山
の
横
川
に
入
り
て
仏
門
に
入
る
。

左
大
将
の
姫
君
も
こ
れ
を
聞
き
て
剃
髪
し
、
左
大
臣
も
ま
た
出

家
せ
ら
る
。
承
香
殿
の
み
は
寵
幸
い
よ
ノ
ヽ
盛
ん
に
、
皇
子
三
人
、

皇
女
二
人
を
生
み
、
遂
に
皇
后
の
位
に
の
ぼ
り
栄
ゆ
る
こ
と
を
作

れ
り
。
（中
略
）

終
に
、
「
ひ
め
君
の
御
く
わ
ほ
う
中
将
殿
の
ま
こ
と
の
み
ち
も

こ
れ
み
な
き
よ
水
の
く
わ
ん
の
ん
の
御
り
し
や
う
な
り
、
・‥
か

ヽ

る
こ
と
を
見
き
く
に
つ
け
て
も
、
い
よ
ノ
ヽ
き
よ
水
の
く
わ
ん
お

ん
を
し
ん
ず
べ
し
ノ
ヽ
。」
と
あ
り
。

「し
ぐ
れ
』
の
よ
う
に
、
身
分
は
卑
し
く
な
い
が
不
遇
な
生
活
を
送
っ

て
い
た
女
君
が
男
君
に
見
い
だ
さ
れ
て

一
度
は
幸
せ
に
な
る
も
の
の
男

君
の
政
略
結
婚
の
た
め
に
犠
牲
と
な
る
と
い
う
プ
ロ
ツ
ト
を
持
つ
物
語

は
多
く
存
在
し
、
〈
し
の
び
ね
型
〉
物
語
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
〈
し
の
び

ね
型
〉
の
物
語
に
は
、
「し
の
び
ね
物
語
』
を
は
じ
め
、
「あ
き
ぎ
り
』

『兵
部
卿
物
語
』
『雨
や
ど
り
』
な
ど
の
擬
古
物
語
、
「し
ぐ
れ
』
『若
草
』

「桜
の
中
将
』
『志
賀
物
語
」
「扇
流
し
」
な
ど
の
お
伽
草
子
が
含
ま
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
が
多
く
存
在
す
る
の
は
、
〈
し
の
び
ね
型
〉
と
い

う
悲
恋
的
な
内
容
と
と
も
に
、
物
語
の
類
型
化
と
い
う
安
定
感
が
好
ま

れ
た
た
め
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
類
似
し
た
物
語
が
次
々
に
生
み

出
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
独
創
性
も
要
求
さ

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
扱
う

『し
ぐ
れ
』
の
場
合
、
女
君
の
入
内
と
男
君
の
出
家
と

い
う
末
尾
の
部
分
ま
で

『
し
の
び
ね
物
語
」
と
同
じ
展
開
で
あ
り
、
文

辞
に
も
直
接
的
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
現
存

『し
の
び
ね
物
語
』
と

共
通
す
る
歌
が
含
ま
れ
る
ほ
か
、
現
存

「し
の
び
ね
物
語
』
に
な
く
、

「風
葉
和
歌
集
』
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
和
歌
も
あ
り
、
古

『し
の
び

〔
動
偏
奸
設
¨
棚
勧
］
経
ほ
執
並
軽
れ
るＴ
に

散
逸

『恋
に
身
か
ふ
る
』

環
古
物
語

「あ
き
ぎ
り
」
と
の
影
響

関
係
な
ど
、
様
々
な
問
題
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
〈
し

の
び
ね
型
〉
物
語
の
根
幹
で
あ
る

「し
の
び
ね
物
語
」
と
の
直
接
関
係

が
確
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「し
ぐ
れ
』
の
分
析
は
、
〈
し
の
び
ね
型
〉

物
語
群
に
お
け
る

一
作
品
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
擬
古
物
語
的
お
伽
草
子
の
成
立
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
繋
が

る
と
思
わ
れ
る
。

二

「し
ぐ
れ
」
が

「し
の
び
ね
物
語
」
と
大
き
く
違
う
点
は
、
冒
頭
の
男

女
の
遅
近
の
場
面
が

「し
の
び
ね
物
語
』
の

『源
氏
物
語
」
（若
紫
巻
）

を
思
わ
せ
る
垣
間
見
に
よ
る
出
会
い
で
は
な
く
、
中
世
の
信
仰
史
に
大
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再

鍾

群

さ っ
汽
い
れ
」
設
場
け

よ で
買

時

糾
は
地
製

向
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
「し
の
び
ね
物
語
」
に
こ
れ
ら
の
趣
向

を
加
え
た
だ
け
で
は

「し
ぐ
れ
」
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

「し
の
び
ね
物
語
』
は
あ
く
ま
で
も
悲
恋
の
物
語
で
、
た
と
え
、
「し

ぐ
れ
」
と
同
じ
よ
う
に
女
君
の
み
が
繁
栄
す
る
と
い
う
結
末
を
持
っ
て

い
て
も
、
悲
哀
の
情
感
こ
そ
が
そ
の
主
題
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

「し
ぐ
れ
』
に
は
そ
の
よ
う
な
悲
壮
感
は
な
い
。
神
野
藤
昭
夫
氏
が
、

「し
ぐ
れ
』
で
は

〈
し
の
び
ね
〉
的
悲
嘆
も
決
然
た
る
悲
恋
遁
世

も
、
物
語
世
界
形
象
の
緊
張
感
か
ら
は
主
題
と
い
え
な
く
な
っ
て

お
り
、
む
し
ろ
〈
出
会
い
↓
妨
害
と
出
奔
↓
さ
す
ら
い
↓
再
会
と

出
離
↓
栄
華
に
よ
る
鎮
魂
〉と
い
う

一
連
の
構
造
を
も
つ
物
語
と

」
は
伊

物 ッ
請
細
″
酸
］
贅
村
」
は
」
蝉
ダ
陛
”
誕
鰤
雄
が
動
の
室

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「し
ぐ
れ
」
は
〈
し
の
び
ね
型
〉
と
い
う

プ
ロ
ッ
ト
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
、
悲
恋
を
中
心
と
し
た
構
成
に
は

な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
、
ま
ず
は
気
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

〈
し
の
び
ね
型
〉
の
悲
恋
を
効
果
的
に
描
く
に
は
、
男
君
と
権
門
の

姫
君
と
の
結
婚
が
問
題
に
な
る
場
面
よ
り
前
に
、
男
君
と
女
君
の
親
密

性
を
十
分
に
叙
述
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
「し
の
び
ね
物
語
』
で
は

二
人
の
間
に
子
供
ま
で
登
場
さ
せ
る
が
、
「し
ぐ
れ
」
の
場
合
、
一
一人
の

出
会
い
か
ら
男
君
の
政
略
結
婚
ま
で
に
わ
ず
か
数
ヶ
月
し
か
な
い
。
そ

の
上
、
女
君
の
方
は
、
清
水
別
当
の
求
婚
か
ら
逃
れ
て
不
安
な
思
い
で

男
君
の
も
と
へ
来
た
と
い
う
事
情
を
持
つ
に
も
関
わ
ら
ず
、
女
君
の
男

君
に
対
す
る
心
情
が
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
僅
か
に
女
君
が
男

君
邸
へ
迎
え
ら
れ
た
翌
日
の
交
流
が
、
乳
母
子

「侍
従
」
を
介
し
つ
つ

描
か
れ
る
の
み
で
、
「か
く
て
、
思
ふ
こ
と
な
く
て
明
か
し
暮
ら
し
給

ふ
と
こ
ろ
に
、」
（
一
二
驚
）
と
、
女
君
が
男
君
に
惹
か
れ
て
ゆ
く
過
程

な
ど
は
描
か
れ
な
い
ま
ま
、
男
君
の
政
略
結
婚
の
場
面
に
な
る
。
し
か

し
、
女
君
の
心
情
に
そ
れ
ほ
ど
無
関
心
で
あ
っ
て
も
、
女
君
の
乳
母
子

「侍
従
」
と
男
君
と
の
会
話
や
、
男
君
の
乳
母

「春
日
」
と
そ
の
娘
で
女

君
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た

「お
と
い
」
の
心
情
な
ど
は
具
体
的
に
記

さ
れ
て
い
る
。
「し
ぐ
れ
』
で
は
、
全
体
を
通
し
て
、
乳
母
や
乳
母
子
の

心
情
が
多
く
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
物
語
を
展
開
さ
せ
る
力
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
乳
母
親
子
に
焦
点
を
当
て
た

「し
ぐ
れ
』
の
叙
述
方
法
を
、

「し
の
び
ね
物
語
」
と
共
通
す
る
場
面
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確

認
し
て
ゆ
く
。

・
そ
の
夜
は
ち
か
ら
な
く
と
ゞ
ま
り
給
ひ
て
、
あ
し
た
と
く
出
給

ふ
。
姫
君
は

「か
く
は
や
う
は
出
給
ふ
、
殿
の
御
け
し
き
わ
る
か

ん
な
る
を
、
今
ち
と
も
お
は
せ
よ
か
し
。
み
づ
か
ら
は
心
や
す
く

ま
ち
は
べ
ら
ん
、
よ
の
わ
づ
ら
は
し
き
こ
そ
く
る
し
け
れ
」
と
て
、
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ら
う
た
げ
に
う
ち
な
み
だ
ぐ
み
給
ふ
。
（「し
の
び
ね
物
雲巴

四
七
肇

・
八
声
の
鳥
も
鳴
き
け
れ
ば
、
「夕
さ
り
は
と
く
参
ら
む
」
と
て
出

給
ひ
ぬ
。
姫
君
、
御
乳
母
に
至
る
ま
で
心
得
難
く
あ
さ
ま
し
く
ぞ

お
ぼ
じ
め
す
。
御
車
寄
せ
さ
せ
て
古
郷
へ
と
急
が
れ
け
る
。

降
り
さ
せ
給
へ
ば
御
乳
母
走
り
出
て
、
「
い
か
に
や
、
御
け
し
か

ら
ず
。
未
だ
夜
深
に
御
返
り
候
ぞ
」
と
申
せ
ば
、

■
し
ぐ
れ
』
一
八
頁
）

こ
れ
は
、
女
君
を
思
う
あ
ま
り
、
正
妻
の
も
と
へ
通
う
の
を
厭
う
男

君
が
、
夜
も
明
け
な
い
内
に
女
君
の
も
と
へ
戻

っ
て
き
た
場
面
で
あ

る
。
「し
の
び
ね
物
語
』
で
は
女
君
が
正
妻
と
男
君
の
関
係
を
気
遣
っ

た
言
葉
を
発
し
て
い
る
が
、
「し
ぐ
れ
』
で
は
、
女
君
で
は
な
く
乳
母
の

発
言
と
な
っ
て
い
る
。

次
の
場
面
の
男
君
は
、
正
妻
の
も
と
へ
三
日
間
通
わ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
「し
の
び
ね
物
語
」
で
は
女
君
に
、
「し
ぐ
れ
』
で
は

「お
と
い
」
に
告
げ
て
い
る
。

。
そ
の
夜
も
又
車
ま
ゐ
り
て
、
「と
く
出
給
へ
」
と
あ
れ
ば
、
ヨ
一日

は
ち
か
ら
な
く
ま
か
り
な
ん
。
そ
の
ゝ
ち
は
た
ゞ
心
に
ま
か
す
べ

き
」
と
て
出
給
ふ
。
こ
ゝ
ろ
こ
と
に
つ
く
ろ
ひ
た
て
ら
れ
て
ゐ
た

ま
へ
る
さ
ま
、
か
の
人
の
な
み
だ
に
し
づ
み
て
、
ひ
き
だ
に
つ
く

ろ
ひ
給
は
ぬ
さ
ま
に
、
お
も
ひ
く
ら
ぶ
れ
ば
、
め
に
も
つ
き
給
は

ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
し
の
び
ね
物
語
』
四
六
頁
）

。
御
車
寄
ま
で
侍
従
、
お
と
ひ
を
召
し
具
し
て
、
「
や
が
て
帰
る
べ

し
。
返
ら
む
ま
で
は
二
人
な
が
ら
御
側
に
候
て
慰
め
参
ら
せ
よ
。

親
い
か
に
仰
せ
ら
る
ヽ
と
も
、
三
夜
な
ら
で
は
行
ま
じ
き
ぞ
。

０
し
ぐ
れ
」
二
〇
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
本
来
、
女
君
と
男
君
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
べ
き
台

詞
ま
で
乳
母
親
子
に
譲
っ
て
し
ま
う

「し
ぐ
れ
』
に
お
い
て
、
女
君
の

心
情
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
ま
い
。

ま
た
、
「し
の
び
ね
物
語
』
で
は

「
い
か
な
る
野
山
の
す
ゑ
ま
で
も
」

と
い
う
言
葉
が
男
君
の
女
君
に
対
す
る
心
情
を
示
す
場
面
で
多
く
用
い

ら
れ
て
い
な
が
、
「し
ぐ
れ
』
で
は
、
同
じ
表
現
が
、
男
君
の
屋
敷
か
ら

去
っ
て
ゆ
く
女
君
を
引
き
留
め
よ
う
と
す
る

「お
と
い
」
の
言
葉
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
慣
用
句
と
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
た
め
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
「し
の
び
ね
物
語
』
を
下
敷
き
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る

「し
ぐ
れ
」
に
お
い
て
男
君
で
は
な
く
従
者
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
占
いに
は
留
意
し
て
よ
い
だ
ろ
つヽ
。

。
「
い
か
な
る
こ
と
あ
り
と
も
露
か
は
る
ま
じ
き
を
、
し
ば
し
御
ら

ん
じ
さ
だ
め
ざ
ら
む
ほ
ど
、

′ヽぃ
や
お
き
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
わ
り
な

れ
ど
、
げ
に
か
よ
ひ
あ
り
く
こ
と
も
か
な
は
ず
は
、
呵
洲
＝
劉
馴

Ш
洲
剰
劃
劉
∃
利
Ы
ひ
き
ぐ
し
聞
え
て
、
命
の
あ
ら
む
ほ
ど
は
、
心

や
す
く
あ
ら
ん
と
思
ふ
を
、
い
か
に
は

ヽ
君
な
ど
の
ひ
が
ざ
ま
に

の
給
ふ
こ
と
あ
り
と
も
、
ま
ろ
に
し
ら
れ
給
は
で
、
こ
ゝ
ろ
か
ろ

き
こ
と
お
ぼ
し
た
つ
な
」
な
ど
、
な
ぐ
さ
め
か
た
ら
ひ
給
ふ
。

「
し
の
び
ね
物
語
』
三
八
頁
）

。
お
と
い

（女
君
の
）
御
袂
に
取
り
付
き
参
ら
せ
て
、
で
」
は
い
か
な

る
御
事
ぞ
や
、
淵
瀬
の
底
へ
も
火
の
中
へ
も
離
れ
参
ら
せ
候
ま

―- 72-



じ
。
、ヽ‐¶
劇
引
馴
コ
判
ｑ
利
則
ｑ
到
劇
爛
Ы
引
き
具
し
て
渡
ら
せ
給

へ
。
こ
れ
に
残
り
留
ま
り
て
候
と
も
、
御
恋
し
さ
の
悲
し
さ
に
命

長
ら
ふ
べ
し
と
も
覚
え
ず
」
と
て
泣
き
悲
し
み
け
れ
ば
、

■
し
ぐ
れ
』
二
六
頁
）

の
鷲

肛
げ
ぷ

降

斜

期
が

誘

筋

観

子
知
事

高

意

。

「あ
さ
ま
し
き
こ
と
か
な
。
よ
し
な
き
も
の
に
心
を
う
つ
し
て
、

大
将
も
い
か
に
こ
ゝ
ち
あ
し
く
お
ぼ
す
ら
ん
。
よ
に
あ
ら
せ
ん
と

お
も
へ
ば
、
か
く
こ
ゝ
ろ
う
く
、
一倒
¶
ｑ
割
Ч
剣
鯛
劇
列
刊
国
劃

Ы
Ｉま―
ぎ
明
引
劉
よ
」
と
て
、
か
つ
は
む
つ
か
り
の
給
へ
ば
、
と
も

か
く
も
申
給
は
で
た
ち
給
ふ
。　
　
　
■
し
の
び
ね
物
〓巴

五
四
頁
）

。
殿
も

「か

ヽ
る
べ
し
と
お
も
は
ゞ
、
何
し
に
思
ひ
よ
る
べ
き
、
い

か
に
も
世
に
あ
れ
か
し
と
思
ふ
に
よ
り
て
こ
そ
、
大
将
の
こ
と
も

お
も
ひ
た
ち
し
か
、
か
く
い
た
づ
ら
に
な
す
べ
き
こ
と

ヽ
や
お
も

ひ
し
。
別
倒
到
倒
川
国
司
刊
国
劇
洲
明
引
劇
」
と
ｏ
な
き
給
ふ
こ

と
か
ぎ
り
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
「
し
の
び
ね
物
語
」
七
六
頁
）

・
母
は
嬉
し
き
中
に
も
落

つ
る
涙
を
押
さ
へ
て
、
「姫
君
こ
そ
御
心

強
く
渡
ら
せ
給
ふ
共
、
そ
れ
に
は
何
と
か
音
信
し
給
は
ざ
る
べ

き
。
あ
わ
れ
、
剃
り
劇
劇
利
ｄ
翻
硼
到
引
Ⅲ
り
０
」
と
て
泣
き
け
れ

ば
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
し
ぐ
れ
』
三
五
頁
）

「し
の
び
ね
物
語
」
で
は
、
両
例
が
と
も
に
男
君
が
正
妻
の
も
と
ヘ

通
わ
な
い
こ
と
を
父
親
が
嘆
く
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

「し
ぐ
れ
』
で
は
、
女
君
と
と
も
に
姿
を
消
し
た
ま
ま
音
信
を
絶
っ
て

い
た

「侍
従
」
に
対
す
る
母
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
「し
ぐ
れ
』
に
も

「し
の
び
ね
物
語
」
と
同
じ
よ
う
に
、
男
君
親

子
の
確
執
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
「し
ぐ
れ
』
で
は
、
主
人
公
で
は
な
い

乳
母
親
子
を
通
じ
て
親
子
の
情
が
よ
り
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
「し
の
び
ね
物
語
」
に
お

い
て
は
女
君
の
最
も
身
近
に
い
る
人
物
は
、
尼
君
と
称
さ
れ
る
母
親
で

あ
り
、
ま
た
、
女
君
と
男
君
の
間
に
は
子
供
が
生
ま
れ
、
そ
の
た
め
に

悲
劇
性
も
増
大
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
『し
ぐ
れ
』
の
女
君
の
両
親

は
女
君
が
八
歳
の
時
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
男
君
と
の
間
に
は
子
供
も

生
ま
れ
な
い
。
代
わ
り
に
乳
母
親
子
を
通
じ
て
親
子
の
情
が
説
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
女
君
の
乳
母
の
娘

「少
納
言
」
は
二
十
歳
、
「侍
従
」
は
十
八

歳
、
男
君
の
乳
母
の
息
子

コ
ハ
位
の
進
」
は
二
十
四
歳
、
娘

「お
と
い
」

は
十
三
歳
、
と
言
う
よ
う
に
、
乳
母
の
子
供
達
に
は
具
体
的
な
年
齢
ま

で
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「少
納
言
」
「侍
従
」
「六
位
の
進
」
の
よ
う

に
、
主
人
と
同
性
で
常
に
そ
ば
に
仕
え
る
乳
母
子
の
年
齢
が
示
さ
れ
る

の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「お
と
い
」
は
、

さ
て
春
日
立
ち
帰
り
、
娘
の
お
と
ひ
を
参
ら
せ
け
り
。
年
は
十
三

成
、
紅
葉
製
の
七
相
に
あ
て
や
か
に
出
立
た
せ
て
参
り
た
り
。

２

二
頁
）

と
、
乳
母

「春
日
」
の
子
と
し
て
仰
々
し
く
登
場
し
、

今
年
は
十
三
な
れ
ば
未
だ
幼
き
お
と
ひ
が
、
姫
君
を
見
奉
り
て
思

ひ
け
る
は
、
あ
わ
れ
頼
み
な
か
り
け
る
物
は
男
の
心
か
な
と
、
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含
一三
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
女
君
や
男
君
を
観
察
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
視
点
に
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と

一〒
え
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
「し
ぐ
れ
」
は
、
乳
母
親
子
か
ら
の
視
点
を
通
し
て

主
人
公
が
描
か
れ
る
と
と
も
に
、
乳
母
親
子
の
言
動
が
全
体
を
支
え
て

い
る
物
語
で
あ
っ
て
、
〈
し
の
び
ね
型
〉
物
語
と
は
言
っ
て
も
、
「し
の

び
ね
物
語
』
の
よ
う
な
悲
恋
が
主
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
肯
首
さ

れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
描
か
れ
た
作
品
と
し
て
考
え
れ
ば
、

乳
母
や

「少
納
言
」
を
女
房
と
し
て
迎
え
る

「侍
従
」
の
行
動
や
、
帝

に
会
わ
せ
る
た
め
に
女
君
を
だ
ま
し
て
仏
名
会
に
誘
う
「侍
従
」
や
「内

侍
」
の
行
動
も
、
決
し
て
不
合
理
で
は
な
く
、
彼
女
達
の
現
実
的
で
賢

明
な
生
き
方
を
描
い
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
冒
頭
に
示
し
た
梗
概

も
、
乳
母
親
子
に
目
を
向
け
て
ま
と
め
直
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
彼
女
達

の
生
き
様
を
描
い
た
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

清
水
寺
に
妹
君
を
迎
え
に
い
っ
た
中
将
は
、
時
雨
に
困
っ
て
い
る

女
君
を
見
つ
け
、
傘
を
送
る
。
女
君
は
清
水
別
当
に
見
初
め
ら
れ

る
。
乳
母
と
「少
納
言
」
は
、
身
寄
り
の
な
い
女
君
の
将
来
を
思
っ

て
別
当
に
引
き
逢
わ
せ
る
準
備
を
す
る
が
、
賛
同
し
か
ね
る

「侍

従
」
は
、
隣
の
局
で
通
夜
を
す
る
男
君
に
助
け
を
求
め
る
。
女
君

は
中
将
の
屋
敷
に
迎
え
ら
れ
、
中
将
の
乳
母
の
子

「お
と
い
」
が

仕
え
る
こ
と
に
な
る
。
中
将
は
右
大
臣
家
の
姫
君
と
結
婚
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
男
君
が
女
君
に
執
心
の
あ
ま
り
右
大
臣
家
の
姫
君

を
軽
く
扱
う
の
で
、
右
大
臣
家
の
乳
母
が
呪
証
を
提
案
す
る
。
「侍

従
」
は
親
類
の

「丹
後
の
内
侍
」
の
も
と
に
女
君
を
連
れ
出
す
。

「内
侍
Ｌ
侍
従
」
は
女
君
を
仏
名
会
に
参
加
さ
せ
帝
に
会
わ
せ
る
。

女
君
は
帝
に
気
に
入
ら
れ
后
と
な
り
、
「侍
従
」
の
母
と
姉

「少
納

曇
こ
も
女
房
と
し
て
呼
び
寄
せ
る
。
中
将
は
呪
証
が
解
け
て
事
の

次
第
を
知
り
出
家
す
る
。
中
将
の
も
と
に
残
っ
て
い
た
「お
と
い
」

も
女
君
に
仕
え
、
「侍
従
」
達
は
み
な
栄
え
、
女
君
と
と
も
に
幸
せ

に
な

る
。

但
し
、
他
の
物
語
で
も
、
主
人
公
を
と
り
ま
く
女
性
が
あ
る
程
度
具

体
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
「し
の
び
ね
物
語
』
に
も
、
帝
に
女
君

の
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
告
げ
て
会
わ
せ
よ
う
と
す
る
内
侍
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る
。
ま
た
、
「住
吉
物
語
』
な
ど
の
古
物
語
や

〈
し
の
び
ね
型
〉

物
語
の

「あ
き
ぎ
り
」
な
ど
に
も
女
房
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
お
り
、

「し
ぐ
れ
」
の
女
房
像
は
そ
れ
ら
の
物
語
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「し
ぐ
れ
」
に
は
、
主
人
公
で
あ
る
女
君
や
男

君
以
上
に
、
「侍
従
」
達
の
心
情
や
言
動
が
強
く
現
れ
て
お
り
、
例
え

ば
、
親
子
の
情
な
ど
の
教
訓
性
も
彼
女
達
を
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と

い
う
違
い
が
あ
る
。

四

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て

「し
ぐ
れ
」
の
清
水
利
生
を
考
え
る
こ
と

と
す
る
。

―- 74-―



『し
ぐ
れ
』
の
末
尾
は
、

（男
君
か
ら
送
ら
れ
た
歌
を
）
姫
君
御
覧
じ
て
猶
も
恋
し
く
お
ぼ
し

め
し
て
、
妃
の
位
に
な
ら
せ
給
へ
ど
も
露
も
嬉
し
と
も
お
ぼ
さ
れ

ず
。
御
心
の
内
に
は
、
あ
わ
れ
た
ゞ
契
り
し
ま

ゝ
に
中
将
殿
と

一

つ
庵
に
住
み
て
憂
き
世
を
過
ご
さ
ば
い
か
に
嬉
し
か
り
な
む
と
お

ぼ
し
け
る
。
さ
れ
ど
も
力
及
ば
せ
給
は
ず
、
い
よ
ノ
ヽ
目
出
度
栄

へ
給
ひ
け
り
。

姫
君
の
果
報
も
、
中
将
殿
の
真
の
道
に
入
給
ふ
も
、
皆
こ
れ
観

音
の
御
利
生
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（五
三
頁
）

と
結
ば
れ
て
い
る
。
清
水
の
利
生
諄
と
し
て
ま
と
め
る
の
は
、
因
果
応

報
を
説
く
お
伽
草
子
ら
し
い
手
法
で
も
あ
り
、
清
水
寺
で
の
出
会
い
か

ら
始
ま
る

「し
ぐ
れ
』
は
確
か
に
清
水
の
利
生
諄
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
結
局
結
ば
れ
な
か
っ
た
二
人
の
こ
と
を
観
音
の
利
生

と
し
て
説
明
す
る
の
難
し
」
∝

姫
君
と
中
将
の
視
点
か
ら
成
り
立
つ
利

生
諄
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

幼
少
か
ら
と
も
に
育
っ
た
男
君
と
女
君
は
子
供
を
儲
け
る
が
男
君

の
父
が
無
理
に
別
の
結
婚
を
す
す
め
、
女
君
を
追
い
や
る
。
女
君

は
世
を
は
か
な
み
入
水
す
る
が
清
水
の
観
音
の
利
生
に
よ
り
助
か

り
男
君
と
再
会
し
末
永
く
栄
え
る
。

草
「
ぃ
れ

る
『↓

終
綱
け
衆
錮
Ｃ
ポ
朴
れ
っ
司
〔
硼
ド
ω
一
動
神
時

女
「群

の
現
世
ま
た
は
来
世
で
の
再
会
を
描
い
た
り
、
或
い
は
、
た
と
え
結
ば

れ
な
く
と
も
、
女
君
の
繁
栄
と
と
も
に
男
君
の
悟
り
や
往
生
な
ど
を
描

く
の
が
、
利
生
諄
と
し
て
は
自
然
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
俗
世
に

未
練
を
残
す
男
君
の
こ
と
ま
で
を
も
観
音
の
利
生
で
あ
る
と
説
明
す
る

の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

「し
ぐ
れ
」
は
清
水
寺
の
利

生
諄
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
説
明
す
る
に
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
「し
ぐ
れ
」
で
は

「侍
従
」
や

「お
と
い
」
の
視
点
が
重
視
さ
れ
て

お
り
、
彼
女
達
に
よ
っ
て
親
子
の
情
や
賢
い
生
き
方
と
い
っ
た
教
訓
性

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
乳
母
親
子
の
視
点
と
言
動
が
物
語

全
体
を
制
御
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

最
後
に
は
、

御
乳
母
は
大
納
言
の
典
侍
の
局
、
少
納
言
は
兵
衛
佐
の
局
、
侍
従

は
左
衛
門
佐
の
局
と
て
、
取
り
分
け
御
芳
心
あ
り
け
り
。
お
と
ひ

は
又
、
中
将
殿
の
縁
と
お
ぼ
し
け
れ
ば
殊
に
懐
か
し
く
お
ぼ
し
め

す
。
皇
子
の
御
乳
母
と
あ
り
な
が
ら
大
納
言
の
二
位
に
な
さ
れ
参

ら
せ
て
、
侍
従
と
お
と
ひ
と
は
取
り
分
け
世
の
覚
え
も
い
み
じ
く

し
て
、
よ
ろ
づ
楽
し
み
栄
へ
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（五
二
頁
）

と
栄
華
を
極
め
る
女
房
達
に
と
っ
て
は
、
女
君
と
男
君
の
出
会
い
と
別

れ
も
女
君
の
入
内
に
繋
が
る
機
縁
で
あ

っ
た
の
だ
。
末
尾
の
一
文
は
乳

母
親
子
に
焦
点
が
置
か
れ
た
叙
述
の
結
果
現
れ
て
き
た
も
の
と
一言甲
え
よ

う
。
「し
ぐ
れ
」
に
お
け
る
因
果
応
報
や
教
訓
性
と
い
っ
た
お
伽
草
子

ら
し
さ
は
、
女
房
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
理
解
さ
れ
て

く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
房
の
視
点
が
新
し
い
趣
向
や
主
人
公

の
動
き
ま
で
を
も
支
え
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
「し
ぐ
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れ
』
作
者
は
、
無
意
識
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
お
伽
草
子

を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
伽
草
子
ら
し
さ
を
背
後
で
支
え
る
物
語
の

論
理
を
踏
ま
え
て
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（１
）
「し
ぐ
れ
」
と
周
辺
の
物
語
に
関
す
る
論
考
に
は
、
本
文
及
び
後
掲
の
注

で
取
り
上
げ
た
諸
論
の
ほ
か
、
松
本
隆
信
氏

「擬
古
物
語
系
統
の
室
町
時

代
物
語
―

「し
ぐ
れ
」
「若
草
」
「桜
の
中
将
」
「志
賀
物
語
」
外
―
」
翁
斯

道
文
庫
論
集
』
四
　
一
九
四
五
年
三
月
）、
松
井
澄
子
氏

「「し
の
び
ね
」
物

語
の
変
貌
―
現
存
本

「し
の
び
ね
」
と

「し
ぐ
れ
」
と
の
比
較
―
」
η
平
安

文
学
論
究
」
大
三
　
一
九
八
〇
年
七
月
）、
三
角
洋

一
氏

「改
作
物
語
の
和

歌
」
含
物
語
の
変
貌
』
若
草
書
房
、　
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（２
）
「恋
に
身
か
ふ
る
」
と
の
関
係
は
、
「風
葉
和
歌
集
」
（巻
七

・
釈
教

・
四

九
四
）
に
、
「お
な
じ
て
ら

（清
水
寺
）
に
こ
も
り
て
、
思
ふ
事
か
な
ふ
さ

ま
に
侍
り
け
れ
ば
／
恋
に
身
か
ふ
る
頭
中
将
／
あ
な
た
ふ
と
か
れ
た
る
木

に
も
花
さ
く
と
と
け
る
誓
は
今
ぞ
し
ら
る
る
」
と
あ
る
の
が
、
「し
ぐ
れ
』

の

「た
の
も
し
く
枯
れ
た
る
木
に
も
花
咲
く
と
説
け
る
誓
ひ
は
今
ぞ
知
ら

る
ヽ
」
と
い
う
男
君
が
清
水
で
女
君
に
出
会
っ
た
喜
び
を
詠
ん
だ
歌
と
初

旬
を
除
い
て
一
致
す
る
こ
と
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る

（中
野
荘
次
氏

「風

葉
和
歌
集
考

（下
と

（『国
語
国
文
』

一
九
三
二
年
二
月
じ

が
、
「梁
塵
秘

抄
」
（巻
二
・
三
九
）
に
、
「万
の
仏
の
願
よ
り
も
、
千
手
の
誓
ひ
ぞ
頼
も
し

き
、
枯
れ
た
る
草
木
も
忽
ち
に
　
花
咲
き
実
生
る
と
説
い
給
ふ
」
と
あ
る

よ
う
に
、
類
歌
も
多
い
。
第
四
節
で
取
り
上
げ
た
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
本

「若
草
』
に
も
、
「
い
ま
も
む
か
し
も
、
き
よ
み
つ
の
、
く
わ
ん
せ
を
ん
こ

そ
、
あ
ら
た
に
て
、
か
れ
た
る
木
草
も
、
は
な
さ
く
と
、
き
け
」
「
室
町
時

代
物
語
大
成
』

一
三
　
二ハ
四
四
頁
）
と
あ
る
。

（３
）
辛
島
正
雄
氏

「擬
古
物
語
と
お
伽
草
子
の
間
―
新
出

「あ
き
ぎ
り
」
物

語
を
め
ぐ
っ
て
―
」
貧
文
学
』

一
九
八
八
年

一
月
）

（４
）
「し
ぐ
れ
』
の
趣
向
に
注
目
し
た
論
文
に
、
沢
井
耐
三
氏

「
「し
ぐ
れ
』
の

趣
向
二
題
―
時
雨
の
出
会
い
と
呪
証
―
」
３
愛
知
大
学
文
学
論
叢
』

一
〇
四

一
九
九
三
年
十
月
）
が
ぁ
る
。

（５
）
神
野
藤
昭
夫
氏

「『し
の
び
ね
物
語
』
の
位
相
―
古
本

「し
の
び
ね
」
。
現

存

「し
の
び
ね
』
・
『し
ぐ
れ
』
の
軌
跡
―
」
η
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語

史
』
若
草
書
房
、　
一
九
九
八
年
）

（６
）
以
下
、
「し
ぐ
れ
』
の
本
文
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『室
町
物

語
集
』
下

（大
東
急
記
念
文
庫
蔵
永
正
十
七
年
写
本
）
に
よ
る
。
（　
）
内

は
引
用
者
に
よ
る
注
記
。
頁
数
は
同
書
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
冒
頭
の
平

出
氏
の

『し
ぐ
れ
」
引
用
本
文
は
、
「雨
や
ど
り
」
と
題
名
が
改
刻
さ
れ
た

刊
本
に
よ
っ
て
い
る
。

（７
）
以
下
、
「し
の
び
ね
物
語
」
の
本
文
引
用
は
、
「鎌
倉
時
代
物
語
集
成
」
に

よ
る
。
頁
数
は
同
書
に
よ
る
。

（８
）
本
文
中
に
示
し
た
ほ
か
、
「
い
か
な
る
野
山
の
す
ゑ
ま
で
も
ひ
き
ぐ
し
開

え
て
、
命
の
あ
ら
む
ほ
ど
は
、
心
や
す
く
あ
ら
ん
と
思
ふ
を
」
公
二
九
頁
）
、

「
い
づ
か
た
へ
も
引
ぐ
し
て
、
野
に
も
山
に
も
あ
く
が
れ
ま
ほ
し
く
お
ぼ
せ

ど
」
（四
二
頁
）
、
「み
づ
か
ら
こ
そ
い
か
な
る
野
山
の
す
ゑ
に
も
と
ぢ
こ
も

ら
め
」
盆
ハ
四
頁
）
な
ど
、
六
例
が
見
ら
れ
る
。
本
誌
所
収
の
加
藤
昌
嘉
氏

論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（９
）
例
え
ば
、
「住
吉
物
語
』
（新
日
本
古
典
文
学
大
系

・
慶
長
古
活
字
十
行

本
）
に
は

「親
の
思
ふ
ば
か
り
、
子
は
思
は
ぬ
事
の
心
憂
さ
よ
」
全
≡

一四

頁
）
を
は
じ
め
、
三
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（１０
）
例
え
ば
次
の
よ
う
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
沢
井
耐
三
氏

「冒
頭
に
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清
水
寺
の
別
当
の
不
道
徳
を
描
き
な
が
ら
、
巻
末
に
清
水
の
利
生
を
説
く

の
は
、
あ
ま
り
に
も
強
烈
な
逆
説
、
で
な
け
れ
ば
皮
肉
と
い
え
よ
う
。
た

だ
ど
ち
ら
に
し
て
も

「し
ぐ
れ
』
作
者
は
、
清
水
寺
に
対
し
て
常
識
以
上

の
崇
敬
の
念
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。」
（注

（４
）
前
掲
論
文
）
、
豊
島
秀
範
氏

「末
尾
で
、
清
水
観
音
の
霊
験
課
の
形
を

採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
将

・
承
香
殿
女
御
の
両
者
の
立
場
を
救
済
し
て

い
る
の
で
あ
る
。」
（コ
し
ぐ
れ
』
論
―
中
世
物
語
の
展
開
―
」
貧
物
語
文
学

史
』
お
う
ふ
う
、　
一
九
九
四
年
》
、
神
野
藤
昭
夫
氏

「
一
見
取
っ
て
つ
け
た

よ
う
な
不
自
然
な
印
象
を
与
え
る
が
、
再
考
し
て
み
る
と
、
〈
し
の
び
ね
型
〉

の
筋
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
初
め
か
ら
女
君
は
帝
と
結
ば
れ
栄
華
の
道
を
あ

ゆ
む
べ
く
仕
組
ま
れ
て
い
た
し
、
男
君
は
悲
恋
か
ら
遁
世
す
べ
く
仕
組
ま

れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
末
尾
の

一
文
は
単
な
る
付
加
で
は
な

く
、
物
語
が
そ
の
よ
う
に
収
飲
す
る
よ
う
な
構
造
に
変
質
さ
せ
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
、
微
妙
だ
が
紛
れ
よ
う
も
な
く
、
「し
ぐ
れ
』
は
、
古
本

。
現
存

本
両

『
し
の
び
ね
」
と
の
質
的
懸
隔
を
も
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。」
（注

（５
）
前
掲
論
文
）
な
ど
。

（Ｈ
）
松
本
隆
信
氏

「増
訂
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
日
録
」
（奈
良
絵
本

国
際
会
議
編

「御
伽
草
子
の
世
界
』
三
省
堂
、　
一
九
八
二
年
）
で
示
さ
れ

る
Ｂ
系
統
、
「室
町
時
代
物
語
大
成
』

一
三
所
収
の
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
写

本
に
よ
る
。
他
系
統
で
は
女
君
は
入
水
自
殺
、
男
君
は
出
家
往
生
と
い
う

結
末
で
清
水
の
利
生
は
説
か
れ
な
い
。

（み
の
う
ら

ｏ
な
お
み
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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