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原
典
の
書
き
込
み
か
ら
見
る
小
泉
八
雲
「
常
識
」

―
ヘ
ル
ン
文
庫
調
査
か
ら
―

今
村

郁
夫

「
常
識
」
の
原
典

小
泉
八
雲
は
日
本
で
『
怪
談
』

を
は
じ
め
十
以
上
の
著
作
を
残

一

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
多
く
は
再
話

と
い
う
手
法
を
用
い

二

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
《
臥
遊
奇
談
》
の
〈
琵
琶
秘
曲
泣
幽
霊
〉

か
ら
の
「
耳
な
し
芳
一
の
は
な
し
」
、《
玉
す
だ
れ
》
の
〈
柳
情
霊
妖
〉

か
ら
の
「
青
柳
の
は
な
し
」

な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

三

し
た
八
雲
作
品
の
原
典
と
な
っ
た
《
臥
遊
奇
談
》
や
《
玉
す
だ
れ
》

な
ど
の
和
漢
書
三
六
四
冊
、
洋
書
二
〇
七
一
冊
、
計
二
四
三
五
冊
に

上
る
八
雲
の
旧
蔵
書
が
富
山
大
学
附
属
中
央
図
書
館
の
ヘ
ル
ン
文
庫

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

筆
者
は
ヘ
ル
ン
文
庫
の
和
漢
書
に
つ
い
て
、
書
き
込
み
調
査
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
、
《
宇
治
拾
遺
物
語
抄

上
巻
―
下
巻
》
（
書
架
番

号
２
１
１
５
、
２
１
１
６
）
に
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
《
宇
治
拾

遺
物
語
抄
》
の
〈
猟
師
、
仏
を
射
る
事
〉
は
八
雲
の
『
骨
董
』
所
収

の
「
常
識
」
の
基
と
な
っ
た
重
要
な
作
品
で
あ
る
こ
と
が
、
富
山
大

学
附
属
図
書
館
編
『
富
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン

ヘ
ル
ン
（
小
泉
八
雲
）
文
庫
目
録

改
訂
版
』

や
平
井

四

呈
一

ら
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
常
識
」
の
原
典
に
つ
い

五

て
は
、
小
泉
和
弘
が
「
ハ
ー
ン
の
『
常
識
』
に
関
す
る
考
察
」
（
「
芝

浦
工
業
大
学
研
究
報
告
人
文
系
編
」
三
六
巻
一
号
、
二
〇
〇
二
）
で
、

『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
〇
の
「
愛
宕
護
山
聖
人
被
ル
謀
野
猪
ニ
語

第
十
三
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

な
ぜ
、
「
常
識
」
の
原
典
と
し
て
複
数
の
説
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
〈
猟
師
、
仏
を
射
る
事
〉
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
〇

の
「
愛
宕
護
山
聖
人
被
ル
謀
野
猪
ニ
語
第
十
三
」
が
非
常
に
似
た
話

だ
か
ら
で
あ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語

古
本
説
話
集

新
日
本
古
典

資
料
１
〈
今
昔
物
語

下
〉
「
仏
法
部
」
の
目
次
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文
学
大
系

』

の
付
録
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
類
話
一
覧
」
で
も
指

六

42

摘
さ
れ
て
い
る

。
七

し
か
し
、
ヘ
ル
ン
文
庫
の
書
架
番
号
２
１
１
０
、
２
１
１
１
の
《
今

昔
物
語

上
―
下
》

に
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
話
が
全
て
収
録
さ

八

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
上
巻
の
凡
例
に
「
此
書
を
載
る
所
の
事
。

著
聞
集
。
宇
治
拾
遺
。
十
訓
抄
等
を
出
た
る
を
バ
皆
略
し
て
記
せ
ず
」

「
此
書
数
巻
。
急
に
印
刻
し
が
た
し
。
（
中
略
）
日
本
部
三
十
巻
を

梓
行
す
」

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
抄
録
本
で
あ
る
。

九

巻
二
〇
は
仏
法
部
に
当
た
り
、
資
料
１
に
示
し
た
よ
う
に
「
常
識
」

の
原
典
と
の
説
が
あ
る
「
愛
宕
護
山
聖
人
被
ル
謀
野
猪
ニ
語
第
十
三
」

は
《
今
昔
物
語

上
―
下
》
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
つ
ま
り
、
八
雲
は
「
愛
宕
護
山
聖
人
被
ル
謀
野
猪
ニ
語
第
十
三
」

を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
原
典
は
《
宇
治
拾
遺
物
語
抄

上
巻
―
下
巻
》
の
〈
猟
師
、
仏
を
射
る
事
〉
と
推
定
で
き
る
の
で
あ

る
。

誰
の
書
き
込
み
か

次
に
筆
者
が
調
査
し
て
分
か
っ
た
原
典
へ
の
書
き
込
み
に
つ
い
て

見
て
い
き
た
い
。
〈
猟
師
、
仏
を
射
る
事
〉
へ
の
書
き
込
み
は
資
料

２
の
通
り
で
あ
る
。

「
常
識
」
の
原
典
と
な
っ
た
〈
猟
師
、
仏
を
射
る
事
〉
は
約
四
ペ

ー
ジ
の
話
で
あ
り
、
全
体
に
わ
た
っ
て
書
き
込
み
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
〈
猟
師
、
仏
を
射
る
事
〉
へ
の
書
き
込
み
に
つ
い
て
は
、

ヘ
ル
ン
文
庫
蔵
の
《
宇
治
拾
遺
物
語
抄

上
巻
―
下
巻
》
が
「
富
山

大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
」

で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、

一
〇

確
認
し
て
ほ
し
い
。

こ
こ
で
、
こ
の
書
き
込
み
が
誰
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
と
な
っ
て
く
る
。
候
補
と
し
て
は
、
①
和
漢
書
を
も
と
に
作
品
を

書
い
た
八
雲
自
身
、
②
八
雲
に
読
み
聞
か
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

妻
の
セ
ツ
、
③
古
本
で
あ
る
の
で
以
前
の
所
有
者
、
の
三
者
が
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
中
で
八
雲
自
身
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
書
き
込
み
に
は
ひ
ら
が
な
や
漢
字
、
「
ヲ
」
が
使
わ
れ
て

資料 2 《宇治拾遺物語抄》の「常識」関連部分への書き込み
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い
る
。
し
か
し
、
八
雲
が
妻
の
セ
ツ
に
宛
て
た
手
紙
を
見
る
と
、
八

雲
は
ひ
ら
が
な
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
ず
、
助
詞
の
「
ヲ
」
も
使
っ
て
い

な
い

。
一
方
、
染
村
絢
子

が
一
つ
の
書
き
込
み
を
例
に
「
『
つ
』

一
一

一
二

が
『
ち
』
と
な
る
の
は
『
英
語
覚
書
帳
』
で
も
見
ら
れ
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
セ
ツ
の
癖
が
表
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
そ
れ

以
外
の
も
の
も
セ
ツ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ

る
。
ほ
か
に
決
定
的
な
証
拠
が
な
く
、
以
前
の
所
有
者
で
あ
る
可
能

性
も
捨
て
き
れ
な
い
が
、
後
述
す
る
「
常
識
」
と
書
き
込
み
の
関
連

の
深
さ
か
ら
、
私
は
セ
ツ
の
書
き
込
み
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

八
雲
の
「
常
識
」
と
原
典
と
の
比
較

で
は
、
「
常
識
」
と
は
ど
の
よ
う
な
話
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
す

じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

愛
宕
山
の
信
心
深
い
和
尚
は
最
近
普
賢
菩
薩
が
寺
に
や
っ
て
く
る

こ
と
を
訪
ね
て
き
た
猟
師
に
話
す
。
猟
師
は
不
審
に
思
う
が
、
そ
の

夜
、
和
尚
が
言
っ
た
よ
う
に
普
賢
菩
薩
が
現
れ
た
。
和
尚
と
小
坊
主

は
ひ
れ
伏
し
て
経
文
を
読
ん
で
い
る
が
、
猟
師
は
そ
の
後
ろ
か
ら
普

賢
菩
薩
を
矢
で
射
て
し
ま
い
、
射
ら
れ
た
普
賢
菩
薩
は
た
ち
ま
ち
消

え
て
し
ま
う
。
翌
朝
、
そ
の
場
所
か
ら
矢
に
射
抜
か
れ
た
タ
ヌ
キ
の

死
骸
が
見
つ
か
っ
た
。
信
仰
に
あ
つ
い
僧
侶
も
簡
単
に
だ
ま
さ
れ
る

が
、
無
信
仰
な
猟
師
は
常
識
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
見
破
る
こ
と

が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
な
内
容
の
「
常
識
」
と
原
典
に
つ
い
て
、
原
典
に
書
き

込
み
が
あ
っ
た
部
分
を
比
べ
て
み
た
い
。
◇
は
八
雲
が
書
い
た
原
文

で
あ
る
「CO

M
M

O
N

SEN
SE

」

の
文
章
、
（
）
内
は
訳
文
で
あ

一
三

る
「
常
識
」

の
文
章
、
◎
は
原
典
の
「
猟
師
、
仏
を
射
る
事
」

一
四

一
五

の
文
章
で
あ
る
。
○
以
下
は
書
き
込
み
内
容
を
含
め
た
考
察
で
あ
る
。

な
お
、
傍
線
は
八
雲
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
部
分
、
破
線
は
削
除
さ

れ
た
部
分
、
波
線
は
表
現
な
ど
が
大
き
く
変
更
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。

(

１)

削
除

◇
該
当
な
し
（
該
当
な
し
）

◎
年
比
行
て
坊
を
出
づ
る
事
な
し
。

○
「
年
比
行
て
坊
を
出
づ
る
事
な
し
」
の
「
坊
」
の
右
隣
に
「
寺
」

と
書
き
込
み
が
あ
る
。
「
常
識
」
で
は
、
こ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て

い
る
が
、
次
に
指
摘
す
る(

２)

の
部
分
な
ど
で
「
寺
」
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
「
坊
」
は
「
寺
」
だ
と
い
う
説
明
を
セ
ツ

が
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

２)

追
加

◇The
little

tem
ple

in
w

hich
he

dw
elt

w
as

far
from

any
village

;and
he

could
not,in

such
a

solitude,have
obtained

w
ithout

help
the

com
m

on
necessaries

of
life.

But
several

devout
country

people
regularly

contributed
to

his
m

aintenance,
bringing

him
each

m
onth

supplies
of

vegetables
and

of
rice.

（
そ
の
住
ん
で
い
る
小
さ
な
寺
は
、
人
里

か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
、
そ
ん
な
寂
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
た
れ
か
世

話
で
も
見
て
く
れ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
日
々
の
暮
し
も
な
に
か
と

不
自
由
が
ち
で
あ
っ
た
。
が
、
さ
い
わ
い
、
信
心
ぶ
か
い
山
家
の
人

た
ち
が
、
月
々
、
か
な
ら
ず
米
や
野
菜
を
も
っ
て
き
て
は
、
こ
の
坊

さ
ん
の
暮
し
を
見
て
や
っ
て
い
た
。
）

◎
該
当
な
し

○
新
た
に
背
景
説
明
が
書
か
れ
て
お
り
、
（
１
）
で
指
摘
し
た
よ
う

に
「tem

ple

（
寺
）
」
と
い
う
言
葉
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

(

３)

変
更
と
削
除

◇O
ne

day,w
hen

this
hunter

had
brought

a
bag

of
rice

to
the

tem
ple,the

priest
said

to
him

（
あ
る
日
の
こ
と
、
こ
の
猟

師
が
お
寺
へ
一
袋
の
施
米
を
と
ど
け
に
行
く
と
、
和
尚
が
こ
ん
な
こ

と
を
い
っ
た
。
）

◎
久
し
く
参
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
餌
袋
に
干
飯
な
ど
入
て
ま
う
で
た
り
。

聖
悦
て
、
日
比
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
な
ど
の
給
ふ
。
そ
の
中
に
居
寄
り

て
の
給
ふ
や
う
は
、
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○
「
餌
袋
」
と
い
う
言
葉
の
上
の
余
白
に
「
餌
袋
＝
之
＝
鷹

餌
ヲ

入
レ
テ
持
歩
ル
ヲ
轉
テ
食
物
ヲ
入
レ
テ
持
チ
歩
ク
袋
」
と
書
き
込
み

が
あ
る
。
一
方
、
「
常
識
」
で
は
「a

bag
ofrice

」
（
一
袋
の
施
米
）

と
な
っ
て
い
る
。
八
雲
は
、
「
餌
袋
に
干
飯
な
ど
入
て
」
を
解
釈
し

な
お
し
て
「
一
袋
の
施
米
」
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
セ
ツ
が
書
き
込

み
に
あ
る
よ
う
な
説
明
を
八
雲
に
し
、
「
食
物
を
入
れ
て
持
ち
歩
く

袋
」
と
い
う
説
明
を
聞
い
た
八
雲
が
、
西
洋
の
読
者
に
も
わ
か
り
や

す
い
よ
う
に
、「
干
飯
」
を
「
米
」
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

一
六

(

４)

追
加

◇itis
possible

thatw
hathas

been
vouchsafed

m
e

is
due

to
the

m
erit

obtained
through

these
religious

exercises.
I

am
not

sure
of

this.

（
勤
め
の
功
徳
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
ま
さ
か
に

そ
ん
な
は
ず
も
あ
る
ま
い
。
）

◎
経
を
た
も
ち
奉
り
て
あ
る
し
る
し
や
ら
ん
、

○
「
經
を
た
も
ち
奉
り
て
」
の
「
た
も
ち
」
の
右
隣
に
「
読
」
と
書

き
込
み
が
あ
る
。
「
常
識
」
で
は
、
そ
の
前
の
部
分
で
「
読
経
と
三

昧
」
と
な
っ
て
い
る
。
セ
ツ
が
「
た
も
ち
」
の
意
味
を
「
読
む
」
と

説
明
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

５)

追
加

◇that
Fugen

Bosatsu
com

es
nightly

to
this

tem
ple,riding

upon
his

elephant.

（
毎
夜
当
山
へ
な
、
普
賢
菩
薩
が
白
象
に
召
さ

れ
て
お
越
し
に
な
ら
れ
る
の
じ
ゃ
て
。
）

◎
こ
の
夜
比
、
普
賢
菩
薩
、
象
に
乗
り
て
見
え
給
。

○
「
菩
薩
」
の
右
隣
に
「
ぼ
さ
ち
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
染
村
絢
子

が
「
『
つ
』
が
『
ち
』
と
な
る
の
は

一
七

『
英
語
覚
書
帳
』
で
も
見
ら
れ
る
」
と
セ
ツ
の
書
き
込
み
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

(

６)

変
更

◇And,
in

another
m

om
ent,

the
elephant

w
ith

its
shining

rider
arrived

before
the

tem
ple,

and
there

stood
tow

ering,
like

a
m

ountain
of

m
oonlight

―w
onderful

and
w

eird.

（
と

思
う
う
ち
に
、
光
り
輝
く
お
姿
を
の
せ
た
象
は
、
早
く
も
寺
の
門
前

へ
お
下
が
り
に
な
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
月
光
の
山
の
よ
う
に
、
あ
や
し

く
、
も
の
す
ご
く
、
そ
び
え
る
よ
う
に
高
だ
か
と
お
立
ち
に
な
っ
た
。
）

◎
見
れ
ば
、
普
賢
菩
薩
、
白
象
に
乗
て
、
や
う

〱
お
は
し
て
、
坊

の
前
に
立
給
へ
り
。

○
「
や
う

〱
」
の
右
隣
に
「
漸
々
」
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
『
新

大
系

』
の
脚
注
に
よ
る
と
、
「
し
ず
し
ず
と
。
お
も
む
ろ
に
」
と

42

い
う
訳
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
八
雲
は
よ
り
多
く
の
情
報
を
入

れ
て
詳
し
く
し
て
い
る
。

(

７)

追
加
、
削
除
、
変
更

◇Then
the

priest
and

the
boy,

prostrating
them

selves,
began

w
ith

exceeding
fervour

to
repeat

the
holy

invocation
to

Fugen
Bosatsu.

（
和
尚
と
小
坊
主
と
は
、
そ
の
場
に
ひ
れ
伏
し

て
、
一
心
不
乱
に
経
文
を
読
み
あ
げ
て
い
る
。
）

◎
聖
泣
く

〱
拝
み
て
、
「
い
か
に
、
ぬ
し
殿
は
拝
み
奉
る
や
」
と

い
ひ
け
れ
ば
、
「
い
か
ゞ
は
。
こ
の
童
も
拝
み
奉
る
。
を
い

〱
。

い
み
じ
う
た
う
と
し
」
と
て
、

○
「
を
い

〱
」
の
右
隣
に
「
あ

〱
〱
」
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

（
６
）
と
同
様
に
『
新
大
系

』
の
脚
注
に
よ
る
と
、
「
は
い
は
い
」

42

と
い
う
訳
に
な
っ
て
い
る
が
、
八
雲
は
会
話
の
部
分
を
書
い
て
お
ら

ず
省
略
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
８)

追
加
と
削
除

◇Im
m

ediately,w
ith

a
sound

like
a

thunder-clap,the
w

hite
light

vanished,
and

the
vision

disappeared.
Before

the
tem

ple
there

w
as

nothing
butw

indy
darkness.

（

た
ち
ま
ち
、

落
雷
の
よ
う
な
大
音
響
と
と
も
に
、
か
の
こ
う
こ
う
た
る
光
り
は
ぱ

っ
と
消
え
た
。
と
た
ん
に
、
菩
薩
の
す
が
た
も
、
か
き
消
す
ご
と
く

に
消
え
失
せ
た
。
あ
と
に
は
た
だ
、
門
前
に
さ
つ
さ
つ
と
吹
き
す
さ
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ぶ
夜
風
の
闇
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
）

◎
火
を
う
ち
消
つ
ご
と
く
に
て
光
も
失
せ
ぬ
。
谷
へ
と
ゞ
ろ
め
き
て

逃
行
音
す
。

○
「
火
を
う
ち
け
つ
ご
と
く
に
て
」
の
「
け
つ
ご
と
く
」
の
右
隣
に

「
す
と
同
じ
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
け
つ
」
は
「
消

す
」
と
同
じ
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
常
識
」
で

は
「disappeared
」
（
か
き
消
す
ご
と
く
に
消
え
失
せ
た
）
と
な
っ

て
お
り
、
書
き
込
み
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
八
雲
の
「
常
識
」
と
原
典
と
な
っ
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
「
猟
師
、
仏
を
射
る
事
」
に
つ
い
て
、
書
き
込
み
が
あ
っ
た
部
分

を
比
べ
て
み
た
。

語
注
な
ど
一
部
の
書
き
込
み
に
つ
い
て
は
、
セ
ツ
が
こ
れ
ら
の
書

き
込
み
に
沿
っ
て
読
み
聞
か
せ
た
と
言
え
る

。
ち
な
み
に
、
《
宇

一
八

治
拾
遺
物
語
抄
》
へ
の
他
の
書
き
込
み
内
容
は
、
上
巻
八
〇
ペ
ー
ジ

の
「
お
ど
ろ
き
」
に
対
す
る
「
目
の
さ
め
る
」
や
上
巻
八
三
ペ
ー
ジ

の
「
つ
ゆ
」
に
対
す
る
「
少
し
も
」
、
下
巻
二
四
ペ
ー
ジ
の
「
あ
て

や
か
」
に
対
す
る
「
上
品
」
な
ど
語
注
が
多
い
。
そ
の
ほ
か
、
下
巻

二
四
ペ
ー
ジ
の
「
え
い
」
を
説
明
す
る
た
め
に
絵
も
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
書
き
込
み
は
語
注
な
ど
が
多
く
、
原
典
の
内
容
を

よ
り
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
原
典
を
セ
ツ

か
ら
聞
い
た
だ
ろ
う
八
雲
が
書
い
た
「
常
識
」
は
、
原
典
よ
り
も
詳

し
く
具
体
的
に
な
っ
て
お
り
、
書
き
込
み
内
容
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

今
回
は
原
典
に
書
き
込
み
が
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
、
追
加
や
削

除
、
変
更
内
容
を
見
て
き
た
が
、
今
後
は
書
き
込
み
が
な
い
部
分
も

含
め
、
全
体
を
通
し
て
そ
れ
ら
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
過
程
で
、

八
雲
が
原
典
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
何
を
読
者
に
伝
え
た
か
っ
た

の
か
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

主
な
参
考
文
献

・
田
部
隆
次
『
小
泉
八
雲
（
第
四
版
）
』
（
北
星
堂
書
店
、
一
九
八
〇

・
一
）

・
森
亮
『
小
泉
八
雲
の
文
学
』
（
恒
文
社
、
一
九
八
〇
・
八
）

・
小
峯
和
明
校
注
『
今
昔
物
語
集
四

新
日
本
古
典
文
学
大
系

』
36

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
・
一
一
）

・
富
山
大
学
附
属
図
書
館
編
『
富
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン

ヘ
ル
ン
（
小
泉
八
雲
）
文
庫
目
録

改
訂
版
』

（
富
山
大
学
附
属
図
書
館
、
一
九
九
九
・
三
）

・
小
泉
時
、
小
泉
凡
編
『
〈
増
補
新
版
〉
文
学
ア
ル
バ
ム
小
泉
八
雲
』

（
恒
文
社
、
二
〇
〇
八
・
一
一
）

・
染
村
絢
子
「
『
原
典
』
―
活
字
本
か
ら
版
本
へ
―
」
（
「
へ
る
ん
」

二
五
号
、
一
九
八
八
・
六
）

・
小
泉
和
弘
「
ハ
ー
ン
の
『
常
識
』
に
関
す
る
考
察
」
（
「
芝
浦
工
業

大
学
研
究
報
告
人
文
系
編
」
三
六
巻
一
号
、
二
〇
〇
二
）

※
本
稿
は
、
拙
稿
「
小
泉
八
雲
『
常
識
』
研
究
―
ヘ
ル
ン
文
庫
書
き

込
み
調
査
か
ら
―
」
（
「
富
山
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
論
集
」

第
九
集
、
二
〇
一
一
・
二
）
を
基
に
行
っ
た
富
山
文
学
の
会
第
四
九

回
例
会
の
発
表
要
旨
で
あ
る
。

一

八
雲
に
関
連
す
る
作
品
等
の
本
文
内
で
の
表
記
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

に
し
た
。
八
雲
の
著
作
は
『
』
、
そ
の
中
の
個
々
の
作
品
は
「
」
、
ヘ
ル
ン
文

庫
所
蔵
の
書
籍
は
《
》
、
そ
の
中
の
個
々
の
作
品
は
〈
〉
で
く
く
っ
た
。

二

森
亮
『
小
泉
八
雲
の
文
学
』
（
恒
文
社
、
一
九
八
〇
・
八
）
に
は
「
『
再

話
文
学
』
と
い
う
用
語
は
平
井
呈
一
氏
が
使
い
始
め
た
も
の
ら
し
い
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
平
井
は
「
八
雲
と
再
話
文
学
」
（
『
日
本
雑
記
他
』
所
収
）
で

「
『
再
話
文
学
』
と
は
（
略
）"retold

tales"

あ
る
い
は"tw

ice-told
stories"

の
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
八
雲
独
特
の
作
品
形
式
、
あ
る
い
は
手
法
を
、
か

り
に
わ
た
く
し
が
そ
う
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

三

田
部
隆
次
『
小
泉
八
雲
（
第
四
版
）
』
（
北
星
堂
書
店
、
一
九
八
〇
・
一
）

四

富
山
大
学
附
属
図
書
館
、
一
九
九
九
・
三
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五

平
井
呈
一
訳
『
怪
談
・
骨
董
他
』
（
恒
文
社
、
一
九
八
六
・
四
第
二
版
）

の
「
参
考
資
料
」

六

三
木
紀
人
、
浅
見
和
彦
、
中
村
義
雄
、
小
内
一
明
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
・
一
一

七

ち
な
み
に
『
新
大
系

』
の
脚
注
に
は
次
の
よ
う
に
も
書
か
れ
て
い
る
。

42

「
愛
宕
の
事
件
と
な
っ
て
い
る
が
実
は
外
国
種
の
話
ら
し
く
、
こ
れ
の
類
話

が
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
の
『
満
月
の
夜
の
伝
説
』
と
し
て
見
え
る
。
イ
ン

ド
の
民
話
に
も
と
づ
く
物
語
と
い
う
。
本
話
は
こ
れ
と
同
源
で
も
と
も
と
は

仏
典
に
も
と
づ
く
も
の
か
」
。
も
し
か
す
る
と
、
八
雲
は
同
じ
よ
う
な
イ
ン
ド

の
民
話
も
読
ん
で
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。

八

井
澤
節
校
訂
纂
注
、
出
版
者
は
辻
本
九
兵
衛
、
一
八
九
六
。

九

「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―
今
昔
物
語,

前
編
」
〈
Ｕ

Ｒ
Ｌ
：http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1939054

〉
「
国
立
国
会
図
書
館

デ

ジ

タ

ル

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

―

今

昔

物

語,

後

編

」
〈

Ｕ

Ｒ

Ｌ

：

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1939324
〉
（
二
〇
一
七
年
一
月
確
認
）

参
照
。

一
〇

「
ヘ
ル
ン
文
庫
」
のW

eb

サ
イ
ト
に
リ
ン
ク
が
貼
っ
て
あ
る
。

直
接
は
〈
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

https://toyam
a.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view

_m
ain&

active_actio
n=repository_view

_m
ain_item

_detail&
item

_id=13213&
item

_no=1&
p

age_id=32&
block_id=36

〉
（
二
〇
一
七
年
一
月
確
認
）
参
照
。

一
一

小
泉
時
、
小
泉
凡
編
『
〈
増
補
新
版
〉
文
学
ア
ル
バ
ム
小
泉
八
雲
』
（
恒

文
社
、
二
〇
〇
八
・
一
一
）
を
参
照
し
た
。

一
二

「
『
原
典
』
―
活
字
本
か
ら
版
本
へ
―
」
（
「
へ
る
ん
」
二
五
号
、
一
九

八
八
・
六
）

一
三

西
田
義
和
編
註
『L.H

earn's
SH

O
RT

STO
RIES

』
（
文
化
書
房
博

文
社
、
一
九
九
八
・
一
）

一
四

平
井
呈
一
訳
『
怪
談
・
骨
董
他
』（
恒
文
社
、
一
九
八
六
・
四
第
二
版
）

一
五

三
木
紀
人
、
浅
見
和
彦
、
中
村
義
雄
、
小
内
一
明
編
注
『
宇
治
拾
遺

物
語

古
本
説
話
集

新
日
本
古
典
文
学
大
系

』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇

42

・
一
一
）

一
六

小
泉
が
原
典
と
考
え
て
い
る
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
「
菓
子
」
と
な

っ
て
い
る
よ
う
で
、
「
（
菓
子
）
と
い
う
の
は
、
現
代
で
は
果
物
の
こ
と
で
、

猟
師
が
持
参
す
る
に
は
気
が
利
き
過
ぎ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ハ
ー

ン
は
よ
り
現
実
的
な
（
米
）
に
変
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。

一
七

「
『
原
典
』
―
活
字
本
か
ら
版
本
へ
―
」
（
「
へ
る
ん
」
二
五
号
、
一
九

八
八
・
六
）

一
八

書
き
込
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
セ
ツ
が
ど
の
程
度
教
養
を

備
え
て
い
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。


