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漱
石
と
鷗
外
と
を
対
比
的
に
見
る
場
合
︑
彼
等
の
出
生
や
生
立

ち
の
相
違
が
か
な
り
重
大
な
意
味
を
持
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
︑
す
で
に
中
野
重
治
も
指
摘
し
て
い
る
︵
﹃
漱
石
と

外

と
の
ち
が
い
﹄

︶︒
鷗
外

は
津
和
野
藩
医
の
長
男
に
生
れ
た
︒
旧
い
封
建
的
な
家
族
制
度
に

あ
っ
て
は
︑
い
ず
れ
そ
の
家
を
背
負
う
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い

た
長
男
と
い
う
も
の
が
︑
そ
れ
だ
け
の
意
味
を
こ
め
て
大
事
に
育

て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
時
勢
の
変
り
目
で
は
あ
り
︑

早
く
か
ら
す
ぐ
れ
た
才
能
を
示
し
て
い
た
鷗
外
の
場
合
に
は
︑
そ
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の
上
に
そ
う
い
う
条
件
か
ら
来
る
期
待
が
加
わ
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
が
︑
特
に
大
事
に
︑
常
に
深
い
敬
愛
を
こ
め
て
周
囲
の
も
の
か

ら
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
漱
石
は
い
わ

ゆ
る
﹁
冷
飯
﹂
の
末
っ
子
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
う
し
て

末
っ
子

︱
﹁
両
親
の
晩
年
に
な
っ
て
出
来
た
﹂
子
供
で
あ
っ
た

た
め
に
︑
母
が
そ
の
懐
姙
を
面
目
な
が
っ
た
あ
げ
く
里
子
に
出
さ

れ
た
の
を
振
出
し
と
し
て
︑
か
な
り
不
幸
な
生
立
ち
を
持
っ
た
の

で
あ
っ
た
︒
古
道
具
屋
の
﹁
我
楽
多
と
一
所
に
︑
小
さ
い
笊
の
中

に
入
れ
ら
れ
て
︑毎
晩
四
谷
の
大
通
り
の
夜
店
に
曝
さ
れ
て
ゐ
た
﹂

と
か
︑
そ
の
後
改
め
て
や
ら
れ
た
養
家
か
ら
帰
っ
た
時
に
も
両
親
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は
冷
た
か
っ
た
と
か

︱
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
に
書
か
れ
て
い
る
下

女
の
清
が
か
げ
で
ひ
そ
か
に
同
情
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と

も
︑
事
実
あ
っ
た
ら
し
い
︒
そ
う
い
う
育
ち
か
た
の
相
違
が
︑
そ

の
後
の
二
人
の
物
の
感
じ
方
や
作
品
の
あ
り
方
に
︑
大
き
な
か
げ

を
落
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

と
同
時
に
︑
そ
の
後
の
閲
歴
が
ま
た
こ
の
二
作
家
の
道
に
著
し

い
対
比
を
持
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
︑
も
う
多
く
の
人
々

に
よ
っ
て
い
わ
れ
て
い
る
︒
医
学
を
学
ん
だ
鷗
外
が
陸
軍
と
結
び

つ
い
た
こ
と
も
︑
そ
の
陸
軍
の
豊
か
な
費
用
で
留
学
し
た
の
が
ビ

ス
マ
ル
ク
治
下
の
独
逸
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑
そ
れ
が
ま
だ
﹁
処
女
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の
や
う
な
官
能
﹂
と
﹁
嘗
て
挫
折
し
た
こ
と
の
な
い
力
を
蓄
え
て

ゐ
た
﹂
二
十
三
才
の
若
い
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑
す
べ
て
が
鷗

外
の
前
途
を
即
時
代
的
な
明
る
い
希
望
に
充
ち
た
も
の
と
さ
せ
た

の
で
あ
っ
た
︒
そ
う
い
う
空
気
の
中
で
︑
単
に
衛
生
学
を
学
ぶ
留

学
生
と
し
て
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
演
説
を
し
た
り
い
ろ
い
ろ
な

会
合
に
出
た
り
︑
か
な
り
は
な
ば
な
し
い
活
動
を
示
し
て
い
た
鷗

外
は
︑
や
が
て
外
交
官
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
さ
え

な
っ
た
と
い
う
︒﹃
舞
姫
﹄
の
主
人
公
太
田
豊
太
郎
が
天
方
伯
の

秘
書
と
し
て
有
為
な
才
能
を
示
し
た
と
あ
る
辺
り
な
ど
に
︑
そ
う

い
う
こ
と
の
仄
か
な
反
映
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
伊
藤
博
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文
等
が
独
逸
か
ら
帰
っ
て
︑
そ
こ
の
政
治
の
あ
り
方
を
直
接
わ
が

国
の
そ
れ
の
手
本
と
し
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
︑
後
に
は
高

級
官
僚
と
な
っ
た
鷗
外
の
あ
り
方
と
︑
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て

い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
予
備
門
在
学
中

か
ら
月
謝
か
せ
ぎ
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

漱
石
の
︑
年
齢
的
に
も
少
し
遅
か
っ
た
洋
行
が
︑
甚
だ
し
く
み
じ

め
で
冴
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
や
︑
そ
の
み
じ
め
さ
の
中
で

は
げ
し
い
勉
強
を
続
け
た
あ
げ
く
︑
一
応
は
自
己
本
位
の
立
場
を

つ
か
み
な
が
ら
︑
結
局
は
例
の
は
げ
し
い
神
経
衰
弱
を
抱
い
て
帰

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
︑
誰
で
も
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知
っ
て
し
る
通
り
で
あ
る
︒﹃
道
草
﹄
で
見
る
と
︑
彼
は
三
流
政

治
家
の
拭
き
こ
ま
れ
た
玄
関
で
見
苦
し
く
滑
り
か
け
た
り
︑
細
君

は
細
君
で
質
屋
な
ど
と
い
う
も
の
と
も
交
渉
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
り
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
鷗
外
は
︑
招
待
さ
れ
た
展
覧
会
場

を
間
違
え
て
他
の
場
所
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
︑
そ
の
受
け
つ

け
に
咎
め
ら
れ
か
け
て
も
︑
た
だ
一
言
︑﹁
森
林
太
郎
﹂
と
い
っ

た
だ
け
で
平
気
で
そ
こ
を
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

を
︑
小
堀
杏
奴
か
誰
か
が
書
い
て
い
た
︒
い
ろ
い
ろ
の
点
で
︑
あ

ま
り
に
も
対
比
的
な
二
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
わ
け
だ
︒
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そ
う
い
う
違
い
が
︑
作
家
と
し
て
の
漱
石
に
は
︑
当
然
抑
圧
さ

れ
た
も
の
と
し
て
の
暗
さ
や
苦
悩
の
中
か
ら
発
想
さ
せ
て
い
る
︒

﹁
愚
な
る
教
師
と
な
ら
ん
あ
ら
涼
し
﹂
と
か
﹁
そ
の
愚
に
は
及
ぶ

べ
か
ら
ず
木
爪
の
花
﹂
と
か
い
う
作
品
に
こ
じ
れ
た
心
境
を
示
し

て
い
た
時
代
か
ら
そ
う
だ
っ
た
し
︑
低
徊
趣
味
や
非
人
情
を
と
な

え
た
の
も
︑
わ
ず
か
に
そ
う
い
う
立
場
を
裏
返
し
て
見
せ
た
に
過

ぎ
な
か
っ
た
︒
ま
し
て
そ
の
低
徊
趣
味
の
一
つ
の
見
本
と
し
て
提

出
し
た
﹃
坑
夫
﹄
に
お
い
て
︑
強
く
統
一
さ
れ
た
生
を
生
き
る
こ

と
の
出
来
な
い
も
の
の
不
安
に
触
れ
た
後
︑
そ
の
問
題
を
推
し
つ

め
て
結
局
﹃
門
﹄
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
辺
に
は
︑
そ
の
こ
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と
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
︒
三
四
郎
は
い
ろ
い
ろ
の

理
由
か
ら
自
我
を
生
き
そ
こ
ね
た
︒
そ
の
た
め
積
極
的
な
生
の
熱

意
を
失
っ
て
い
た
代
助
は
︑
三
千
代
の
登
場
に
よ
っ
て
新
に
さ
れ

た
我
の
自
覚
を
︑
こ
ん
ど
は
強
く
生
き
ぬ
こ
う
と
し
て
社
会
と
は

げ
し
く
触
着
し
た
︒
そ
の
結
果
と
し
て
社
会
の
外
に
弾
き
出
さ
れ

た
宗
助
は
︑
し
が
な
く
疲
れ
た
無
感
激
の
奥
に
︑
社
会
に
対
す
る

深
い
怖
れ
を
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
い
う

ま
で
も
な
く
抑
圧
に
抗
し
き
れ
な
か
っ
た
も
の
の
敗
北
的
な
落
ち

こ
み
場
所
で
あ
っ
た
︒
低
徊
趣
味
や
非
人
情
主
義
の
時
代
に
は
︑

表
面
的
な
意
味
で
反
自
然
主
義
を
立
場
と
し
て
い
た
彼
が
︑
こ
こ
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ま
で
来
て
自
然
派
の
人
々
と
同
じ
落
ち
こ
み
場
所
に
落
ち
こ
ん
だ

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
そ
う
い
う
怖
れ
や
不
安
の
由

来
を
探
っ
て
我
執
の
問
題
に
つ
き
当
っ
た
彼
が
︑
例
の
則
天
去
私

の
救
い
を
見
出
し
て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
の
も
︑
自
然
派
の
︑
例

え
ば
田
山
花
袋
な
ど
が
︑
や
は
り
我
執
と
か
執
着
の
心
と
か
い
う

も
の
を
怖
れ
て
︑
宗
教
的
な
救
い
を
求
め
て
行
っ
た
の
な
ど
と
︑

或
る
程
度
並
行
的
な
道
筋
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
︒
抑
圧
と

い
う
外
部
か
ら
の
問
題
を
ま
で
内
部
に
移
し
て
考
え
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た

︱
そ
う
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
探
求
力
の
限
界
が

そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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漱
石
の
非
人
情
主
義
や
低
徊
趣
味
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
あ
そ
び
﹂
の
主
張
な
ど
を
示
し
て
︑
同
じ
よ
う
に
反

自
然
主
義
を
立
場
と
し
て
い
た
鷗
外
が
︑
い
か
に
も
忠
義
な
高
級

官
僚
ら
し
く
︑﹃
か
の
よ
う
に
﹄
や
﹃
藤
棚
﹄
の
よ
う
な
作
品
に

お
い
て
︑
天
皇
制
温
存
の
た
め
の
工
夫
を
説
い
た
あ
げ
く
︑﹁
国

体
に
順
応
し
た
集
産
主
義
﹂
と
か
﹁
天
皇
制
社
会
主
義
﹂
と
か
規

定
さ
れ
る
思
想
の
方
向
に
傾
い
て
行
っ
た
点
か
ら
い
え
ば
︑
彼
は

漱
石
よ
り
ず
っ
と
は
っ
き
り
そ
の
頃
の
事
態
を
つ
か
ん
で
い
た
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
︒
が
︑
そ
う
し
て
事
態
を
は
っ
き
り

つ
か
み
な
が
ら
上
記
の
よ
う
な
方
向
に
傾
い
た
く
ら
い
だ
か
ら
︑
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抑
圧
下
に
疾
苦
す
る
も
の
の
苦
悩
な
ど
に
は
彼
は
何
の
共
感
も
同

情
も
示
さ
な
か
っ
た
︒
そ
の
頃
の
現
実
を
眺
め
渡
そ
う
と
し
た
作

品
﹃
青
年
﹄
に
お
け
る
︑
酒
井
未
亡
人
な
ど
の
描
き
方
が
そ
れ
を

端
的
に
物
語
っ
て
い
る
︒
疾
苦
す
る
が
故
に
と
も
す
れ
ば
頽
廃
な

ど
に
も
陥
ろ
う
と
す
る
人
々
を
︑
冷
や
や
か
に
た
だ
醜
い
堕
落
だ

と
ば
か
り
考
え
た
彼
は
︑
そ
う
い
う
崩
れ
た
醜
さ
に
対
置
さ
れ
る

も
の
と
し
て
︑﹃
山
椒
太
夫
﹄
の
安
寿
の
場
合
な
ど
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
︑
清
純
な
少
女
の
一
念
凝
っ
た
献
身
の
美
な
ど
を
︑
彼
と

し
て
は
珍
ら
し
く
や
や
強
調
的
な
筆
致
で
描
い
て
見
せ
た
り
︑
崩

折
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
昔
の
武
士
の
意
地
強
さ
を
傾
情
的
に
描
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い
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
も
む
ろ
ん
我
執
の

克
服
に
道
を
見
出
そ
う
と
し
た
漱
石
の
場
合
と
並
行
的
な
も
の

で
︑
同
じ
時
代
の
苦
悩
に
対
処
し
て
新
し
い
生
の
道
を
探
ろ
う
と

す
る
立
場
が
︑
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
︑
は
っ
き
り
と
対
立
的
な
も
の

に
な
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
︑
我
執
を
恐
れ
た
彼
と
︑
意
地
を

尊
ん
だ
こ
れ
と
が
︑
そ
う
い
う
点
か
ら
も
対
比
的
な
も
の
を
示
す

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
よ
う
︒
出
生
や
閲
歴
か

ら
来
る
も
の
が
︑
そ
う
い
う
対
比
を
い
わ
ば
決
定
的
な
も
の
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒
激
す
れ
ば
子
供
が
大
事
に
し
て
い
た
植
木
鉢

な
ど
を
︑
縁
側
か
ら
蹴
落
し
た
り
し
た
と
い
う
ほ
ど
︑
容
易
に
取
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り
み
だ
す
人
で
あ
っ
た
漱
石
に
対
し
て
︑
鷗
外
が
決
し
て
取
り
み

だ
さ
ぬ
人
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
︑
恐
ら
く
こ
こ
で
関
連
的
に
考

え
ら
れ
て
い
い
こ
と
で
あ
ろ
う
し
︑
前
者
の
文
学
が
持
っ
た
は
で

な
に
ぎ
や
か
さ
と
︑
後
者
の
そ
れ
が
持
っ
た
簡
素
で
緊
密
な
整
い

の
問
題
な
ど
も
︑
何
か
し
ら
そ
こ
に
つ
な
が
り
の
あ
る
事
柄
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
︒

が
︑
そ
ん
な
こ
と
よ
り
︑
そ
う
し
て
意
地
強
く
生
き
ぬ
く
こ
と

を
尊
ん
だ
鷗
外
は
︑
そ
う
し
た
生
に
ま
つ
わ
る
悲
劇
を
も
幾
つ
か

は
見
て
い
な
が
ら
︑
結
局
は
人
生
の
明
る
い
可
能
性
を
信
じ
よ
う

と
す
る
人
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
彼
は
︑
マ
イ
レ
ン
デ
ル
や
シ
ョ
ウ
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ペ
ン
ハ
ウ
ェ
ル
に
は
頭
を
振
っ
て
︑
科
学
の
未
来
を
信
じ
よ
う
と

し
た
し
︑
古
人
の
営
為
に
も
高
い
意
義
と
価
値
と
を
感
じ
て
︑
何

千
年
も
の
間
人
間
が
そ
ん
な
に
不
合
理
な
生
活
を
続
け
て
来
た
は

ず
が
な
い
︑
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
漱
石
も
ま
た
歴
史
を
一
応
は
発
展
に
お
い
て
つ

か
ん
で
い
た
ら
し
く
見
え
る
け
れ
ど
︑
た
だ
そ
の
発
展
が
他
に
勝

と
う
凌
ご
う
と
す
る
我
執
の
集
積
と
し
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
た
め
︑
そ
こ
に
穏
か
な
平
和
な
ど
あ
り
得
な
い
の
だ
と
感

じ
て
︑
著
し
く
悲
観
的
な
否
定
観
に
傾
い
た
あ
げ
く
︑
例
の
則
天

去
私
を
思
う
人
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
尤
も
則
天
去
私
に
つ
い
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て
は
︑
そ
れ
が
も
一
つ
つ
き
ぬ
け
た
ら
︑
も
っ
と
明
る
い
肯
定
観

が
生
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る

し
︑
そ
の
意
味
で
の
漱
石
は
ま
だ
そ
の
道
を
歩
み
き
れ
ぬ
う
ち
に

死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
︑
と
に
か
く
そ
の
相

違
が
︑﹃
明
暗
﹄
と
﹃
澁
江
抽
斎
﹄
以
下
の
史
伝
物
と
の
相
違
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
の
意
味
で

鷗
外
は
漱
石
の
よ
う
に
は
打
砕
か
れ
な
か
っ
た
人
だ
っ
た
の
で
あ

り
︑
漱
石
は
打
砕
か
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
立
直
り
か
け
た
と
こ
ろ
で

そ
の
生
を
終
っ
た
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
に
も
ま

た
そ
の
立
場
の
相
違
が
或
る
程
度
関
係
づ
け
て
考
え
ら
れ
て
よ
か
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っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
鷗
外
の
多
く
の
作
品
に
も
底
深
い
寂
寥
感

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
す
で
に
定
評
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ

し
︑﹃
舞
姫
﹄
の
否
定
的
浪
漫
主
義
か
ら
出
発
し
た
彼
の
道
が
︑

多
く
の
場
合
深
い
諦
観
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑

誰
で
も
知
っ
て
い
る
︒﹃
椙
原
品
﹄
の
中
に
は
︑
そ
の
境
涯
故
に

何
事
も
し
出
か
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
綱
宗
の
無
力
さ
と
そ
れ

故
の
寂
寥
感
と
が
書
き
た
か
っ
た
と
も
語
ら
れ
て
い
る
︒
そ
う
い

う
点
で
は
︑﹃
猫
﹄
や
﹃
虞
美
人
草
﹄
以
来
常
に
そ
の
無
力
さ
を

嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
漱
石
の
場
合
と
も
︑
或
る
程
度
通



21

い
合
う
も
の
が
な
い
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
操
觚
者
と
な

ろ
う
と
し
て
果
さ
ず
︑
外
交
官
へ
の
夢
も
実
ら
ず
︑
科
学
か
ら
も

閉
め
出
さ
れ
た
こ
と
そ
の
他
︑
い
ろ
い
ろ
な
事
由
が
む
ろ
ん
鷗
外

の
場
合
に
も
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
︑
根
本
的
に
は
民
衆

一
般
に
明
る
い
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
人
々
の

不
幸
が
︑
そ
こ
に
同
じ
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
れ
な
り
に
︑
漱
石
に
は
か
な
り
広
い
範
囲

の
人
々
を
も
読
者
と
し
て
考
慮
し
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
の
に
対
し
て
︑
鷗
外
に
は
︑
少
く
と
も
晩
年
以
外
は
︑
も
っ
ぱ

ら
高
い
と
こ
ろ
か
ら
彼
等
を
見
下
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
の
多
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か
っ
た
の
が
︑
彼
の
す
が
た
を
一
そ
う
孤
高
の
趣
あ
る
も
の
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
︑
漱
石
に
は
そ
の
周
囲
に
直
接
の

門
流
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
て
︑
鷗
外
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
こ

と
や
︑
漱
石
の
江
戸
時
代
芸
術
へ
の
親
近
と
そ
の
意
味
で
の
庶
民

性
に
対
す
る
鷗
外
の
貴
族
性
の
問
題
︑
彼
の
俳
諧
に
対
す
る
こ
れ

の
和
歌
︑
絵
画
的
な
多
彩
さ
と
彫
刻
的
な
雅
醇
さ
の
問
題
な
ど
︑

な
お
い
ろ
い
ろ
と
こ
こ
で
触
れ
る
べ
き
事
柄
は
残
さ
れ
て
い
る
け

れ
ど
︑
も
う
そ
の
余
白
も
な
い
︒
生
田
長
江
の
﹃
最
近
の
小
説
家
﹄

に
︑
そ
う
い
う
点
を
主
と
し
た
二
人
の
比
較
論
が
収
め
ら
れ
て
い
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る
こ
と
だ
け
で
も
︑
せ
め
て
参
考
の
た
め
こ
こ
に
記
し
て
お
く
こ

と
に
し
よ
う
︒

︵
二
十
八
年
八
月

﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄

︶
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