
小
泉
八
雲 

 

「
怪
談
」（
耳
な
し
芳
一
な
ど
）
で
有
名
な
小
泉
八
雲
＝
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
、
一
八
五
〇
年
ギ
リ
シ
ャ
の

レ
フ
カ
ダ
島
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
、
母
は
ギ
リ
シ
ャ
人
で
し
た
。
四
歳
頃
、
父
の
故
郷
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
ダ
ブ
リ
ン
に
移
り
ま
し
た
。
六
歳
の
時
に
父
と
母
が
離
婚
し
た
た
め
、
ハ
ー
ン
は
近
く
に
住
む
大
叔
母
に
引

き
取
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
幼
い
ハ
ー
ン
は
、
親
か
ら
み
す
て
ら
れ
た
シ
ョ
ッ
ク
や
不
安
か
ら
、
毎
夜
、
ゴ
ー
ス
ト

に
苦
し
め
ら
れ
る
夢
を
見
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
ハ
ー
ン
の
心
の
支
え
は
、
大
叔
母
の
家
で
世
話
に
な
っ
て
い
た

ジ
ェ
ー
ン
と
い
う
女
の
人
で
し
た
。
彼
女
は
六
歳
の
八
雲
に
や
さ
し
く
接
し
、
い
つ
も
神
さ
ま
の
恵
み
に
つ
い
て
語
っ

て
く
れ
ま
し
た
。 

あ
る
日
の
夕
暮
れ
時
、
ハ
ー
ン
は
、
黒
い
ド
レ
ス
に
身
を
包
ん
だ
彼
女
を
見
か
け
た
の
で
、「
ジ
ェ
ー
ン
姉
さ
ん
！
」

と
声
を
か
け
ま
し
た
。
ふ
り
か
え
っ
た
彼
女
の
顔
に
は
、
目
・
鼻
・
口
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
ア
ッ
！
」
と
驚
き

の
声
を
あ
げ
た
瞬
間
、
そ
の
姿
は
一
瞬
の
う
ち
に
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
ハ
ー
ン
は
非
常
に
驚
き
、
恐
怖
に
お
そ
わ

れ
ま
し
た
が
、
わ
ず
か
数
日
後
、
ジ
ェ
ー
ン
は
肺
炎
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ハ
ー
ン
が
大
人
に
な
っ
て
え
が

い
た
幽
霊
に
、
た
だ
怖
い
だ
け
で
は
な
い
「
何
か
」
が
あ
る
の
は
、
や
さ
し
か
っ
た
ジ
ェ
ー
ン
を
忘
れ
ら
れ
な
い
か
ら

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

一
三
歳
の
と
き
、
遊
び
の
さ
な
か
友
達
が
は
な
し
た
縄
が
ハ
ー
ン
の
左
目
に
激
突
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
原
因
で
彼
は

視
力
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
父
母
が
い
な
い
こ
と
、
左
目
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
い
じ
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
ハ
ー
ン
の
少
年
時
代
は
つ
ら
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。 

一
七
歳
の
と
き
、
大
叔
母
が
破
産
し
た
の
で
生
活
に
困
る
よ
う
に
な
り
、
す
き
だ
っ
た
学
校
も
退
学
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
彼
は
、
決
し
て
な
げ
い
た
り
、
あ
き
ら
め
た
り
す
る
よ
う
な
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

一
九
歳
の
と
き
、
大
き
な
夢
を
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
決
意
を
し
て
、
移
民
船
に
乗
り
こ
み
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
上

陸
し
ま
し
た
。
彼
は
、
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
ー
に
住
み
ま
し
た
が
、
こ
の
町
は
移
民
や
混
血
児
が
た
く
さ
ん
住
む
活
気
あ
ふ

れ
る
所
で
し
た
。
ハ
ー
ン
は
電
報
配
達
員
、
下
宿
屋
（
下
宿
の
馬
小
屋
で
寝
と
ま
り
し
ま
し
た
）
で
下
働
き
な
ど
を
し

て
暮
ら
し
ま
し
た
。
非
常
に
貧
し
い
生
活
で
し
た
が
、
彼
は
毎
日
、
公
立
図
書
館
に
通
い
、
本
を
読
み
物
語
を
書
い
て

過
ご
し
ま
し
た
。
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
こ
の
頃
が
一
番
苦
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
も
充
実
し
た
勉
強
が
で
き
た
時
代

で
し
た
。 

や
が
て
ハ
ー
ン
は
ア
ト
キ
ン
と
い
う
年
老
い
た
印
刷
屋
と
仲
良
し
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
ハ
ー
ン
に
「
家
が
な
け
れ

ば
自
分
の
店
に
遊
び
に
来
な
さ
い
。
給
料
は
出
せ
な
い
が
、
寝
る
所
は
あ
る
よ
」
と
優
し
い
声
を
掛
け
て
く
れ
ま
し
た
。

ハ
ー
ン
が
遊
び
に
行
く
と
、
印
刷
で
残
っ
た
紙
な
ど
で
ベ
ッ
ド
を
作
り
、
寝
と
ま
り
を
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
ハ
ー
ン

は
妹
へ
の
手
紙
に
「
気
持
ち
の
い
い
ベ
ッ
ド
だ
っ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
ア
ト
キ
ン
の
好
意
を
受
け
、
ハ
ー
ン
は
自

分
の
一
生
の
仕
事
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
二
二
歳
頃
）
。 

彼
は
地
元
の
小
さ
な
新
聞
社
を
訪
ね
ま
し
た
。
か
細
い
声
で
「
私
の
原
稿
を
買
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
言
い
、
コ

ー
ト
の
下
か
ら
原
稿
を
取
り
出
し
て
机
に
置
く
と
、
逃
げ
る
よ
う
に
走
り
去
り
ま
し
た
。
新
聞
社
の
主
筆
は
原
稿
に
目

を
通
し
ま
し
た
。
彼
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
魅
力
的
な
文
章
の
中
に
キ
ラ
リ
と
光
る
力
強
い
思
想
が
あ
ふ
れ
て
い
た

か
ら
で
す
。
ハ
ー
ン
の
最
初
の
文
章
は
、
ま
も
な
く
新
聞
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
ハ
ー
ン
は
と
き
お
り
原

稿
を
持
ち
こ
み
、
載
せ
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 



二
四
歳
の
と
き
、
ハ
ー
ン
は
こ
こ
の
新
聞
記
者
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
編
集
者
の
コ
ッ
カ
レ
ル
と
い
う
人
は
す
ご
く

厳
し
い
人
で
し
た
。
こ
の
人
は
、
や
が
て
大
新
聞
社
の
主
筆
と
な
り
、
た
く
さ
ん
の
優
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
育
て

ま
し
た
。
記
者
に
な
っ
た
ば
か
り
の
ハ
ー
ン
は
、
コ
ッ
カ
レ
ル
と
出
会
っ
た
こ
と
か
ら
大
き
く
育
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

ハ
ー
ン
は
、
さ
ら
に
猛
烈
に
勉
強
し
て
色
々
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
き
ま
し
た
。
古
典
か
ら
現
代
ま
で
幅
広
く
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
の
作
家
の
作
品
を
無
数
に
読
み
、
文
学
作
品
を
書
く
実
力
も
身
に
付
け
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
新

聞
記
者
に
は
、
ハ
ー
ン
の
よ
う
な
能
力
を
も
っ
た
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
大
事
に
さ
れ
ま
し
た
。 

 

若
い
ハ
ー
ン
は
正
義
感
が
強
く
、
弱
く
貧
し
い
人
た
ち
、
黒
人
た
ち
に
共
感
し
ま
し
た
。
そ
し
て
異
文
化
、
珍
し
い

も
の
変
わ
っ
た
も
の
に
強
い
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ハ
ー
ン
は
新
し
い
発
想
で
、
読
者
の
興
味
を
ひ
く
見

ご
と
な
記
事
を
た
く
さ
ん
書
い
て
い
き
ま
し
た
。
彼
の
書
く
記
事
は
い
つ
も
評
判
に
な
り
、
と
う
と
う
大
新
聞
社
の
文

芸
部
長
に
ま
で
な
り
ま
し
た
。 

ハ
ー
ン
は
、
自
由
な
テ
ー
マ
で
執
筆
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
彼
は
、
一
日
一
六
時
間
も
原
稿
を
書
く
す
さ

ま
じ
い
書
き
手
で
し
た
。
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
文
芸
作
品
の
紹
介
・
書
評
、
外
国
文
学
の
翻
訳
、
そ
し
て
小
説

を
書
き
本
を
何
冊
も
出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
期
間
は
新
聞
記
者
と
し
て
よ
い
仕
事
を
し
な
が
ら
、
文
学
の
修
行
に
も
励

ん
だ
時
代
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ハ
ー
ン
の
欧
米
文
学
の
知
識
や
翻
訳
は
、
当
時
の
知
識
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
文
壇
か
ら
高
い
評
価
を
う
け
ま
し
た
。
そ
の
頃
ハ
ー
ン
は
、
自
分
が
信
頼
し
尊
敬
す
る
人
が
教
え
て
く

れ
た
「
日
本
」
に
興
味
を
も
っ
た
の
で
す
。 

明
治
二
三
（
一
八
九
○
）

年
、
ハ
ー
ン
が
四
十
歳
の
年
、
あ
る
雑
誌
社
か
ら
旅
行
記
を
た
の
ま
れ
日
本
へ
来
ま
し
た
。

そ
し
て
、
知
り
合
い
の
紹
介
で
、
島
根
県
松
江
中
学
校
の
英
語
教
師
に
な
り
ま
し
た
。
ハ
ー
ン
は
、
新
し
い
土
地
に
た

ち
ま
ち
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
素
晴
ら
し
い
日
本
の
こ
と
を
た
く
さ
ん
紹
介
し
て
い
く
の
で
す
。 

翌
二
四
年
、
ハ
ー
ン
は
小
泉
セ
ツ
と
結
婚
し
、
二
九
年
に
日
本
国
籍
を
取
り
、
名
を
「
小
泉
八
雲
」
と
な
の
り
ま
し

た
。
八
雲
は
日
本
の
文
化
や
暮
ら
し
方
を
愛
し
大
切
に
し
た
の
で
、
た
く
さ
ん
の
人
々
か
ら
敬
愛
さ
れ
ま
し
た
。 

ハ
ー
ン
の
優
し
さ
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
奥
さ
ん
が
わ
ん
ぱ
く
小
僧
た
ち
に
い
じ
め
ら
れ

て
い
た
小
猫
を
つ
れ
て
帰
っ
た
と
き
、「
お
お
か
わ
い
そ
う
の
小
猫
、
む
ご
い
子
ど
も
た
ち
で
す
ね
―
」
と
云
い
な
が

ら
、
び
っ
し
ょ
り
ぬ
れ
て
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
て
い
る
小
猫
を
、
そ
の
ま
ま
自
分
の
懐
に
入
れ
て
暖
め
て
あ
げ
た
の
で
す
。 

彼
は
東
京
大
学
文
学
部
の
英
文
学
講
師
と
な
り
新
宿
区
富
久
町
（
後
掲
写
真
参
照
）
に
住
み
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大

久
保
に
移
り
（
写
真
参
照
）
、
早
稲
田
大
学
の
講
師
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
年
九
月
二
六
日
、
妻
子
の
身
を
案
じ
自
分

の
仕
事
を
気
に
し
な
が
ら
「
あ
あ 

病
気
の
た
め
・
・
・
」
の
一
語
を
残
し
、
狭
心
症
の
た
め
五
四
歳
で
な
く
な
り
ま

し
た
。 

法
名
は
「
正
覚
院
伝
浄
華
八
雲
居
士
」 

 

 

 

彼
の
生
涯
と
作
品
を
通
し
て
、
児
童
・
生
徒
に
伝
え
た
い
こ
と 

 
 

 

〇
ハ
ー
ン
の
向
上
心
、
知
的
好
奇
心
、
不
撓
不
屈
の
精
神
の
す
ば
ら
し
さ 

 

○
日
本
人
、
日
本
の
伝
統
・
文
化
・
風
俗
・
習
慣
の
優
れ
た
と
こ
ろ 

   

 

 

ぼ
く
は
日
本
が 

大
好
き
で
す
。 

  



資
料
編 

 

◇
八
雲
の
業
績
の
一
つ
は
、
日
本
人
の
素
晴
ら
し
さ
、
文
化
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
広
く
世
界
に
紹
介
し
た
こ
と
で
す
。

彼
は
「
日
本
の
面
影
」
で
、
日
本
の
「
魂
」
を
世
界
に
発
信
し
ま
し
た
。 

「
日
本
の
面
影
」
か
ら
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

○
日
本
人
は
並
は
ず
れ
た
善
良
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。
奇
跡
的
と
思
え
る
ほ
ど
の
辛
抱
強
さ
や
い
つ
も
変
わ
る
こ
と
の

な
い
慇
懃

い
ん
ぎ
ん

さ
（
真
心
が
こ
も
っ
て
い
て
、
礼
儀
正
し
い
こ
と
）

、
素
朴
な
心
、
相
手
を
す
ぐ
に
思
い
や
る
察
し
の
よ
さ
に
、
目
を

見
張
る
ば
か
り
で
す
。 

○
北
斎
や
広
重
の
色
版
画
に
は
、
日
本
の
町
全
体
を
買
い
取
る
以
上
に
高
い
と
い
わ
れ
る
多
く
の
西
洋
画
よ
り
も
、
そ

れ
自
体
に
ず
っ
と
本
物
の
芸
術
味
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。 

○
ど
う
し
て
日
本
の
樹
木
は
、
こ
ん
な
に
も
美
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
で
は
、
梅
や
桜
の
木
に
花
が
咲
い
て
も
驚

く
ほ
ど
の
光
景
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
本
の
こ
の
美
の
奇
跡
に
は
思
わ
ず
目
が
く
ら
む
ば
か
り
で
す
。 

○
日
本
の
生
け
花
の
流
儀
を
学
ん
で
み
る
と
、
西
洋
の
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
観
念
が
い
か
に
通
俗
的

な
る
も
の
か
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

○
日
本
の
庭
が
芸
術
と
し
て
目
指
す
の
は
、
現
実
の
風
景
の
魅
力
を
忠
実
に
模
倣
し
、
本
物
の
風
景
が
伝
え
る
の
と
同

じ
印
象
を
同
じ
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
日
本
の
庭
園
は
、
庭
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
幅
の
絵
で
あ
り
、

一
篇
の
詩
で
す
。 

○
近
代
日
本
の
教
育
制
度
に
お
い
て
は
、
教
育
は
す
べ
て
最
大
限
の
親
切
と
優
し
さ
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
教

師
は
文
字
通
り
教
師
（teacher

）
で
あ
っ
て
、
英
語
のmastery

の
意
味
に
お
け
る
よ
う
な
支
配
者
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
教
師
は
、
自
分
の
考
え
を
生
徒
に
押
し
つ
け
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
教
師
は
、
決
し
て
頭
か
ら
叱
り
つ
け
る

よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
生
徒
を
非
難
す
る
こ
と
も
め
っ
た
に
な
く
、
懲
罰
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま

せ
ん
。
日
本
の
教
師
で
生
徒
を
殴
る
者
は
い
ま
せ
ん
。
平
静
さ
を
失
っ
て
怒
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と

を
す
れ
ば
、
教
え
子
た
ち
や
、
同
僚
た
ち
の
眼
の
前
で
、
自
分
を
貶

お
と
し

め
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

（
八
雲
は
日
本
の
学
校
現
場
を
四
年
間
経
験
し
て
い
ま
す
。
生
徒
が
さ
わ
ぐ
の
は
教
師
の
指
導
力
が
な
い
か
ら
だ
と
も

言
っ
て
い
ま
す
。
） 

 

◇
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
友
人
に
宛
て
た
手
紙
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。 

「
私
は
強
く
日
本
に
ひ
か
れ
て
い
ま
す
。(

略)

こ
の
国
で
最
も
好
き
な
の
は
、
そ
の
国
民
、
そ
の
素
朴
な
人
々
で
す
。
天

国
み
た
い
で
す
。
日
本
人
は
、
正
直
で
勤
勉
で
礼
儀
正
し
い
国
民
で
す
。
世
界
中
を
見
て
も
、
こ
れ
以
上
に
魅
力
的
で
、

素
朴
で
、
純
粋
な
民
族
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
日
本
人
の
神
々
、
習
慣
、
着
物
、
鳥
が
鳴
く
よ
う
な

歌
い
方
、
彼
ら
の
住
ま
い
、
迷
信
、
弱
さ
の
す
べ
て
を
愛
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
で
き
る
な
ら
、
世
界
で
最
も
愛
す
べ
き

こ
の
国
民
の
た
め
に
こ
こ
に
い
た
い
。
こ
こ
に
根
を
降
ろ
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」 

◇
八
雲
は
、
古
い
伝
統
と
文
化
を
守
る
城
下
町
の
松
江
を
大
変
気
に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
地
で
見
た
光
景
を
、
西
洋
で
失
わ

れ
た
自
然
へ
の
畏
敬
、
八
百
万(

や
お
よ
ろ
ず)

の
神
々
へ
の
信
仰
が
、
日
本
で
は
生
き
て
い
る
こ
と
に
驚
き
、
心
か
ら
共

感
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
民
話
や
伝
説
、
怪
談
な
ど
を
聞
き
集
め
、
そ
れ
ら
を
作
品
に
ま
と
め
て
、
海
外
に
紹
介

し
ま
し
た
。 

◇
八
雲
は
、
昔
な
が
ら
の
日
本
の
家
に
住
み
、
着
物
を
着
て
、
日
本
人
の
よ
う
に
箸
で
日
本
料
理
を
食
べ
、
座
蒲
団
に
坐
っ

て
煙
草
を
吸
い
日
本
の
習
慣
に
親
し
み
ま
し
た
。
「
西
洋
文
明
か
ら
、
日
本
の
自
然
な
ご
く
ふ
つ
う
の
生
活
環
境
に
と
け

込
む
と
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
減
り
ま
す
。
西
洋
文
明
の
特
徴
で
あ
る
個
人
主
義
が
、
こ
こ
に
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
は

私
に
と
っ
て
日
本
社
会
の
魅
力
の
一
つ
で
す
。
日
本
人
は
、
他
人
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
個
人
の
範
囲
を
広
げ
よ
う
と
は



し
な
い
の
で
す
。
」 

小
泉
八
雲
が
追
求
し
、
作
品
の
中
に
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
日
本
の
「
魂
」
で
し
た
。
日
本
の
よ
き

「
魂
」
を
伝
え
る
か
ら
こ
そ
、
彼
の
作
品
は
、
海
外
で
も
多
く
の
人
々
を
引
き
付
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち

日
本
人
の
ご
先
祖
は
、
多
く
の
欧
米
人
に
称
え
ら
れ
る
美
徳
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。 

◇
彼
が
東
京
帝
国
大
学
時
代
の
教
え
子
達
に
対
し
て
、
文
章
論
を
説
い
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
「
文
章
は
ノ
ー
ト
を
も
と
に 

書
き
上
げ
な
さ
い
。
そ
し
て
何
度
も
書
き
改
め
な
さ
い
」
と
、
学
生
達
に
繰
り
返
し
話
し
て
い
ま
す
。 

例
え
ば
、「
引
き
出
し
が
九
つ
も
あ
る
タ
ン
ス
を
備
え
て
、
ま
ず
第
一
の
引
き
出
し
に
入
れ
、
二
週
間
ほ
ど
し
た
ら
、
そ

れ
を
取
り
出
し
、
書
き
直
し
て
次
の
引
き
出
し
に
入
れ
、
そ
れ
か
ら
何
ヶ
月
か
経
っ
て
、
最
初
の
印
象
が
薄
れ
か
か
っ
た

頃
ま
た
と
り
だ
し
て
書
き
直
し
、
次
の
引
き
出
し
に
入
れ
何
度
も
書
き
直
さ
な
い
と
、
良
い
文
章
は
書
け
な
い
」
と
教
え

て
い
ま
す
。
ま
さ
に
す
ぐ
れ
た
推
敲
の
す
す
め
で
す
。 

実
際
に
小
泉
夫
人
は
、
八
雲
の
推
敲
に
つ
い
て
、
「
主
人
は
、
『
私
の
引
出
し
に
七
年
で
さ
え
も
、
よ
き
物
参
り
ま
し

た
』
な
ど
と
申
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
つ
の
事
を
書
き
ま
す
に
も
、
長
い
間
か
か
っ
た
も
の
も
、
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま

し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
（
小
泉
セ
ツ
「
思
い
出
の
記
」
よ
り
） 

ハ
ー
ン
は
徹
底
し
た
推
敲
で
文
章
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
彼
の
文
学
作
品
す
べ
て
に
つ
い
て
そ
う
で
し
た
。 

（
参
考
文
献
） 

大
田
雄
三
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
」（
岩
波
新
書
） 

工
藤
美
代
子
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
」(
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー) 

池
田
雅
之
「
新
編 

日
本
の
面
影
」(

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫)  

新
宿
区
教
育
委
員
会
「
新
宿
区
の
文
化
財
（
３
）
史
跡
」 

●
八
雲
の
市
谷
富
久
町
の
旧
居
跡
（
現
在
の
成
女
学
園
の
敷
地
内
に
あ
り
ま
す
） 

「
富
久
町
の
庭
は
せ
ま
か
っ
た
の
で
す
が
、
高
台
で
見
晴
し
の
よ
い
家
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
（
思
い
出
の
記
よ
り
） 

 
 

 
 

●
大
久
保
の
旧
居
跡
・
終
焉
の
地
（
大
久
保
小
学
校
横
）
明
治
三
五
年
富
久
町
か
ら
こ
の
地
に
居
を
移
し
ま
し
た
。 

「
自
分
で
そ
の
家
と
近
所
の
模
様
を
見
に
参
り
ま
し
た
。
町
は
ず
れ
で
、
後
に
竹
籔
の
あ
る
の
が
、
大
層
気
に
入
り

ま
し
た
。
至
っ
て
静
か
で
、
裏
の
竹
籔
で
、

鶯
う
ぐ
い
す

が
頻
り
に
囀
っ
て
い
ま
す
。
主
人
は
『
如
何
に
面
白
い
と
楽
し
い

で
す
ね
』
と
喜
び
ま
し
た
。
」
（
思
い
出
の
記
よ
り
） 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

旧居の記録写真 

 



小
泉
八
雲
記
念
公
園
（
新
宿
区
大
久
保
一
丁
目
） 

◇
大
久
保
小
学
校
の
児
童
・
保
護
者
・
地
域
の
協
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る 

                             

 

◇
自
ら
の
体
験
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
八
雲
の
作
品
に
は
、
高
い
評
価
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
八
雲
は
教
育

者
と
し
て
も
多
く
の
人
々
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
東
京
帝
国
大
学
や
早
稲
田
大
学
で
は
、
後
に
文
芸
界
で
活
躍

す
る
多
く
の
人
々
が
そ
の
教
え
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
新
宿
の
地
で
晩
年
を
過
ご
し
た
小
泉
八
雲
は
、
近
代
日

本
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
今
な
お
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。（
新
宿
区
説
明
板
よ
り
） 

◇
公
園
内
で
は
い
ろ
い
ろ
な
言
語
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
主
に
韓
国
語
、
そ
し
て
中
国
語
・
ベ
ト
ナ
ム
語
ほ

か
）。
百
年
前
に
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
国
際
人
ハ
ー
ン
を
記
念
す
る
場
に
ふ
さ
わ
し
い
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。 

 

明
治
時
代
の
文
人
小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
）
は
ギ
リ
シ
ャ
・
レ
フ
カ
ダ

町
に
生
ま
れ
、
現
在
の
新
宿
区
大
久
保
一-

一
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。
新
宿
区
と
レ
フ

カ
ダ
町
は
、
こ
の
縁
を
も
と
に
相
互
に
交
流
を
重
ね
、
理
解
と
友
情
を
深
め
る
た
め
、
平

成
元
年
一
〇
月
友
好
都
市
と
な
り
ま
し
た
。
新
宿
区
は
、
こ
の
度
、
小
泉
八
雲
が
没
し
た

こ
の
地
に
小
泉
八
雲
記
念
公
園
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
の
公
園
の
設
計
に
当
た
っ
て
は
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ヴ
ァ
シ
ス
駐
日
ギ
リ
シ
ャ
大
使
並
び
に
ス
ピ
ロ
ス
・
マ
ル
ゲ
リ

ス
・
レ
フ
カ
ダ
町
長
か
ら
詳
細
な
助
言
を
い
た
だ
き
、
ギ
リ
シ
ャ
風
の
公
園
と
し
て
整
備

し
ま
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
雰
囲
気
を
出
す
た
め
、
「
古
代
の
柱
」
や
「
集
会
場
（
ア
ゴ
ラ
）
」

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
「
広
場
」
、
中
世
風
の
建
物
、
近
代
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
白
い
壁
」

な
ど
を
設
け
ま
し
た
。
こ
の
公
園
が
、
日
本
を
世
界
に
紹
介
し
た
小
泉
八
雲
を
偲
ぶ
場
所

と
な
り
今
後
、
新
宿
区
と
レ
フ
カ
ダ
町
の
友
好
が
よ
り
一
層
深
ま
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
五
年
四
月 

新
宿
区
長 

小
野
田 

隆 

平 

アイルランド・ダブリンにある

八雲旧居碑のレプリカ 

 

レプリカの説明が書かれている 

 

公園内にこの銘板があります 

 

ギリシアから贈られた八雲の胸像 

 

 

百日草、マリーゴールドなどの花

がきれいに植えられています 

 
2004 年 11 月に大久保小学校の児

童は大久保サミットを開きまし
た。右のフクロウの像を制作し、
誓いを記しました（下） 

  

 

公園内から大久保小をあおぐ 

 

 

新宿区の銘板 



紹
介 

◇
大
久
保
小
学
校
で
は
小
泉
八
雲
を
活
用
し
た
授
業
や
多
彩
な
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。 

次
は
、
平
成
二
四
年
六
月
一
三
日
（
水
）
に
行
わ
れ
た
授
業
の
紹
介
で
す
。 

 単
元
名
「
小
泉
八
雲
が
時
を
越
え
て
や
っ
て
き
た
！
？
～
八
雲
の
愛
し
た
大
久
保
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
～
」 

○
ね
ら
い 

理
由
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
自
分
の
思
い
を
表
現
す
る
力
を
育
て
る
、
な
ど
。 

○
本
単
元
は
、
児
童
が
、
地
域
に
ゆ
か
り
の
あ
る
小
泉
八
雲
の
作
品
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
八
雲
の 

も
の
の
見
方
や
生
き
方
、
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
知
り
、
地
域
と
八
雲
と
の
関
係
に
興
味
を
抱
か
せ
た
い 

と
い
う
意
図
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
域
に
あ
る
小
泉
八
雲
記
念
公
園
の
所
以
や
そ
れ
に
か
か 

わ
る
地
域
の
人
の
思
い
や
願
い
に
気
付
き
、
共
感
し
な
が
ら
、
地
域
へ
の
愛
着
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
ね 

ら
い
と
し
て
い
る
。 

○
本
単
元
の
終
末
で
は
、
日
頃
か
ら
八
雲
公
園
の
運
営
自
治
に
あ
た
る
「
公
園
サ
ポ
ー
タ
ー
」
及
び
本
年
度 

よ
り
発
足
し
た
「
大
久
保
婦
人
会
」
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
「
（
仮
称
）
八
雲
祭
り
」
を
計
画
、
開
催 

し
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
活
動
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
地
域
の
協
力
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
文
学
作
品 

を
読
み
、
調
べ
る
活
動
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
明
確
な
目
的
に
向
か
っ
て
児
童
の
意
欲
を
引
き
出
し
、 

探
究
活
動
を
持
続
さ
せ
て
い
け
る
と
考
え
た
。 

○
本
時
の
活
動
の
様
子 

い
ま
ま
で
読
み
進
め
て
き
た
八
雲
の
怪
談
話
の
中
か
ら
「
小
泉
八
雲
の
こ
わ
～
い
話
」
に
つ
い
て
友
達 

と
話
し
合
い
、
ク
ラ
ス
の
ベ
ス
ト
３
を
決
め
る
、
こ
と
を
ね
ら
い
に
、
白
熱
し
た
熱
心
な
話
し
合
い
活
動 

が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
児
童
の
話
し
合
い
活
動
、
授
業
の
流
れ
も
円
滑
で
、
先
生
の
授
業
準
備
も
万
端
で 

し
た
。
（
「
破
ら
れ
た
約
束
」
な
ど
は
、
と
て
も
怖
い
と
い
う
感
想
に
は
、
納
得
し
ま
し
た
。
） 

大
久
保
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
が
、
八
雲
の
様
々
な
作
品
に
接
し
て
、
彼
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
、 

日
本
人
や
日
本
の
優
れ
た
と
こ
ろ
を
、
こ
れ
か
ら
も
た
く
さ
ん
学
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 
 
 

  

 

http://www.amazon.co.jp/dp/4811379136?tag=browserjs-22&link_code=as2&creativeASIN=4811379136&creative=4011&camp=767


五
高
時
代
の
ハ
ー
ン
の
講
義
録
発
見 

富
山
大
図
書
館
で
（
二
〇
一
二
年
四
月
二
七
日
） 

 

◇
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
、
一
八
五
〇
～
一
九
〇
四
年
）
が
第
五
高
等
中
学
校
（
現
熊
本
大
）

の
英
語
教
師
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
授
業
内
容
を
記
し
た
ノ
ー
ト
が
、
富
山
市
の
富
山
大
付
属
図
書
館
で

見
つ
か
っ
た
。
ハ
ー
ン
の
五
高
時
代
の
講
義
録
が
発
見
さ
れ
た
の
は
初
め
て
で
、
英
語
の
基
礎
を
英
語

で
丁
寧
に
教
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。 

◇
ハ
ー
ン
が
五
高
教
師
を
務
め
た
の
は
一
八
九
一
年
か
ら
約
三
年
間
。
ノ
ー
ト
は
、
福
岡
出
身
の
倫
理

学
者
・
友
枝
高
彦
が
生
徒
だ
っ
た
九
三
～
九
四
年
に
授
業
を
筆
記
し
た
も
の
。
東
京
の
書
店
社
長
が
出

版
目
的
に
さ
ら
に
書
写
、
社
長
の
遺
族
が
富
山
大
付
属
図
書
館
に
寄
贈
し
て
い
た
。
富
山
八
雲
会
が
、

資
料
整
理
中
に
発
見
し
た
。 

◇
ノ
ー
ト
は
Ｂ
５
判
五
二
ペ
ー
ジ
。
名
詞
や
形
容
詞
の
意
味
、
前
置
詞
の
使
い
方
、
語
源
な
ど
に
つ
い

て
豊
富
な
例
文
を
挙
げ
て
英
語
で
解
説
。「
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｕ
Ｌ
」（
優
雅
な
）
の
意
味
で
は
「
軽
く
ス

ラ
リ
と
し
て
強
く
柔
軟
性
が
あ
る
こ
と
」
と
説
明
、
人
間
は
こ
の
よ
う
な
人
が
優
雅
で
あ
る
と
付
け
加

え
て
言
葉
の
意
味
の
深
さ
な
ど
も
教
え
て
い
る
。 

◇
ハ
ー
ン
研
究
者
の
平
川
祐
弘
・
東
京
大
名
誉
教
授
は
「
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
を
例
に
挙
げ
て
英
語

の
用
法
を
説
明
し
て
い
る
。
内
容
の
詳
し
い
解
明
は
こ
れ
か
ら
だ
が
、
作
家
ら
し
い
巧
み
な
英
語
解
説

が
興
味
深
い
」
と
話
す
。 

◇
講
義
録
は
富
山
大
の
マ
リ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
客
員
教
授
が
復
元
。
平
川
さ
ん
と
熊
本
の
研
究
者
も

協
力
し
た
訳
本
が
年
内
に
も
出
版
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。（
中
村
美
弥
子
） 

改
訂
３
版 

人
材
評
価
着
眼
点
シ
ー
ト 

野
原 

茂
・
著
／
楠
田 

丘
・
監
修 

四
六
判
・194

頁
・
定
価 1,470

円
（
税
込
） 

 

本
書
は
、
拙
著
「
上
司
の
た
め
の
人
を
活
か
す
人
事
考
課
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
（
経
営
書
院
刊
）
の
続
編
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
す
。 

 

人
事
考
課
と
い
う
考
課
者
の
判
断
行
動
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
掲
書
第
四
章
で
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
本
書
で
は
そ
の
三
つ
の
判
断
行
動
の
う
ち
、
二
つ
の
判
断
行
動
、
１
行
動
の
選
択
、
２
要
素
の
選
択
、
と
い
う
核
心
的
側
面
に
照
準
を
お
い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
３
段
階
の
選
択
が
重
要
で
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
上
司
が
期
待
し
求
め
た
も
の
を
、
部
下
が
ク
リ
ア
ー
し
た
か
ど
う
か
の
正
し
い
判
断
を
下
す
に
は
、
ま
ず
当
初
の
役
割
の
設
定
い
か
ん
に
か
か
っ
て
お
り
、
こ
の
職
務
基
準
や
、
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
等
級
基
準
の
期
待
像
が
具
体
的
に
決
定
づ
け
ら
れ
、
な
お
か
つ
考
課
者
、
被
考
課
者
間
で
し
っ
か
り
相
互
確
認
が
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
う
そ
う
判
断
上
の
極
端
な
過
ち
を
お
か
さ
ず
に
す
む
と
い
え
ま
す
。 

し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
こ
の
判
断
を
下
す
基
準
と
な
る
職
務
基
準
が
、
い
か
に
明
確
に
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
基
準
の
運
用
と
い
う
か
、
適
用
が
ま
ず
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
基
準
も
無
用
の
長
物
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
人
事
考
課
に
お
け
る
判
断
を
誤
ま
ら
な
い
た
め
に
は
、
基
準
を
適
用
す
る
対
象
と
な
る
も
の
を
正
し
く
と
ら
え
、
そ
し
て
基
準
の
適
用
方
法
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
き
ま
す
。 

さ
て
、
基
準
を
適
用
す
る
対
象
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
人
事
考
課
の
対
象
と
な
り
う
る
行
動
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
部
下
の
行
動
の
す
べ
て
が
考
課
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ど
の
行
動
が
人
事
考
課
の
対
象
と
な
る
か
、
ど
れ
が
な
ら
な
い
か
を
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
適
用
対
象
を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
人
事
考
課
で
は
「
行
動
の
選
択
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
事
考
課
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
行
動
の
選
択
」
と
は
、
上
司
（
考
課
者
）
の
目
に
映
っ
た
部
下
の
行
動
の
う
ち
、
考
課
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
動
を
切
り
捨
て
た
り
、
取
り
上
げ
て
い
く
上
司
の
判
断
行
動
を
さ
す
わ
け
で
す
。 

 

考
課
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
動
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
行
動
は
、
す
べ
て
考
課
の
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
行
動
に
対
し
、
ど
の
基
準
を
当
て
込
む
こ
と
を
判
断
す
る
か
、
こ
れ
が
基
準
の
適
用
方
法
で
す
。
人
事
考
課
で
は
、
こ
れ
を
「
要
素
の
選
択
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
せ
っ
か
く
、
行
動
を
正
し
く
と
ら
え
て
も
、
そ
の
行
動
に
対
し
、
ど
の
基
準
を
当
て
は
め
る
か
の
判
断
を
誤
ま
っ
て
は
、
適
正
な
人
事
考
課
と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。 

最
後
は
、
そ
の
行
動
と
基
準
を
照
ら
し
て
み
て
、
そ
の
行
動
が
、
期
待
基
準
に
対
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
の
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
「
段
階
の
選
択
」
で
す
。
「
段
階
の
選
択
」
は
、
人
事
考
課
と
い
う
判
断
行
動
の
最
終
工
程
に
匹
敵
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
最
終
工
程
は
、
基
準
が
明
確
に
さ
れ
て
お
り
、
対
象
と
な
る
行
動
も
し
っ
か
り
と
ら
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
行
動
を
評
価
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
基
準
が
適
用
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
判
断
に
極
端
に
迷
っ
た
り
、
ひ
ど
く
躊
躇
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
さ
け
ら
れ
そ
う
に
も
思
え
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
と
、
人
事
考
課
の
三
つ
の
判
断
行
動
は
、
「
行
動
の
選
択
」
と
「
要
素
の
選
択
」
と
い
う
前
工
程
に
、
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
が
か
か
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

一
方
、
現
実
の
職
場
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
こ
の
三
つ
の
判
断
行
動
の
う
ち
、
考
課
者
の
皆
さ
ん
の
多
く
が
苦
労
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「
行
動
の
選
択
」
な
い
し
は
「
要
素
の
選
択
」
に
あ
る
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
の
よ
う
で
す
。 



 

こ
れ
は
、
実
際
に
各
法
人
を
訪
問
し
て
人
事
諸
制
度
や
人
事
考
課
制
度
の
見
直
し
の
お
手
伝
い
を
し
た
り
、
考
課
者
訓
練
を
実
施
し
た
り
す
る
折
に
、
多
く
の
管
理
監
督
者
の
方
々
か
ら
、
異
口
同
音
に
で
る
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
ウ
ラ
ハ
ラ
の
関
係
と
し
て
、
判
断
に
対
す
る
確
信
や
自
信
の
な
さ
な
ど
の
た
め
に
、
間
違
っ
た
考
課
を
行
っ
た
り
、
ま
た
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
罷
り
通
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
数
多
く
見
て
き
ま
し
た
。 

 

人
事
考
課
が
選
別
の
論
理
に
基
づ
く
相
対
考
課
で
あ
る
場
合
な
ら
と
も
か
く
、
育
成
の
論
理
に
よ
る
絶
対
考
課
に
お
い
て
は
、
こ
の
三
つ
の
判
断
行
動
に
し
た
が
っ
て
の
考
課
は
欠
か
せ
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
は
、
相
対
考
課
が
、
た
ん
に
人
物
比
較
を
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
の
に
対
し
、
絶
対
基
準
と
い
う
モ
ノ
サ
シ
に
対
し
て
、
部
下
の
行
動
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
の
判
断
を
迫
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。 

し
た
が
っ
て
行
動
そ
の
も
の
の
と
ら
え
方
が
い
い
か
げ
ん
で
あ
っ
た
の
で
は
、
絶
対
考
課
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
絶
対
考
課
に
お
い
て
は
、
ま
ず
“
初
め
に
考
課
の
対
象
と
な
る
行
動
あ
り
き
”
で
、
そ
の
対
象
と
な
る
行
動
に
つ
い
て
問
う
こ
と
が
、
成
立
の
不
可
欠
要
件
と
い
え
ま
す
。
三
つ
の
判
断
行
動
は
、
そ
れ
自
体
が
行
動
の
観
察
と
分
析
の
過
程
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
事
考
課
は
い
か
に
行
動
を
観
察
し
、
分
析
を
進
め
て
い
く
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
考
課
者
と
し
て
は
、
正
し
い
判
断
行
動
を
す
る
た
め
に
は
、
部
下
の
行
動
を
観
察
し
、
分
析
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
す
。 

 

と
は
い
う
も
の
の
日
常
多
忙
な
管
理
監
督
者
が
、
部
下
の
―
そ
れ
も
多
人
数
の
―
行
動
の
一
切
を
観
察
、
分
析
、
す
る
と
な
る
と
、
こ
れ
は
管
理
監
督
者
に
と
っ
て
は
非
常
な
重
荷
で
す
。
終
日
、
部
下
の
行
動
の
観
察
と
分
析
に
明
け
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
観
察
、
分
析
を
す
る
に
し
て
も
、
条
件
的
に
か
な
り
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
も
し
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
管
理
監
督
者
が
、
多
忙
な
中
で
の
効
果
的
な
観
察
、
分
析
を
行
い
、
正
し
い
判
断
行
動
が
で
き
る
手
が
か
り
が
あ
れ
ば
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
手
が
か
り
の
「
一
助
」
は
存
在
し
ま
す
。
あ
く
ま
で
一
助
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
法
人
は
、
こ
こ
ま
で
き
て
失
敗
を
犯
し
て
い
ま
す
。 

 

「
行
動
の
選
択
」
と
「
要
素
の
選
択
」
の
判
断
を
、
適
切
に
行
う
た
め
の
“
行
動
の
観
察
と
分
析
の
た
め
の
着
眼
点
”
は
、
大
い
に
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。 

 

こ
の
“
行
動
の
観
察
と
分
析
の
た
め
の
着
眼
点
〈
略
し
て
行
動
の
着
眼
点
〉
”
に
つ
い
て
は
、
第
２
章
で
詳
し
く
触
れ
て
お
き
ま
し
た
が
、
行
動
の
着
眼
点
と
は
、
一
口
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
部
門
や
職
場
単
位
に
、
人
事
考
課
の
対
象
と
な
る
行
動
を
洗
い
出
し
、
考
課
区
分
ま
た
は
考
課
要
素
別
に
分
類
整
理
し
た
リ
ス
ト
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
「
行
動
の
選
択
」
「
要
素
の
選
択
」
の
判
断
を
下
す
際
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
―
―
と
い
え
ま
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
“
行
動
の
着
眼
点
”
を
つ
く
る
こ
と
や
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
考
課
を
進
め
る
こ
と
に
は
、
多
少
の
問
題
点
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
忙
な
部
長
、
課
長
さ
ん
、
係
長
、
主
任
、
班
長
さ
ん
が
、
時
間
の
制
約
と
い
う
不
可
避
的
条
件
の
中
で
、
部
下
の
行
動
の
観
察
と
分
析
を
効
果
的
に
行
い
、
そ
の
観
察
と
分
析
を
と
お
し
て
、
正
し
い
判
断
行
動
に
一
歩
で
も
二
歩
で
も
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
な
り
に
意
義
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。 

こ
の
着
眼
点
を
含
め
て
、
人
事
考
課
の
三
つ
の
判
断
行
動
を
正
し
く
行
う
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
集
約
し
、
さ
ら
に
は
、
人
材
評
価
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
演
習
も
用
意
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
本
書
の
内
容
で
す
。 

 

本
書
は
、
前
著
の
「
上
司
の
た
め
の
人
を
活
か
す
人
事
考
課
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
の
続
編
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
関
係
上
、
前
著
と
の
併
読
に
よ
っ
て
、
絶
対
考
課
に
関
す
る
よ
り
一
層
の
理
解
を
深
め
ら
れ
る
も
の
と
確
信
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
本
書
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
前
著
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
部
分
も
か
な
り
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
前
著
同
様
、
各
企
業
の
考
課
者
の
方
々
に
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
、
望
外
の
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
。 

二
〇
〇
八
年
四
月 野

原 

茂 

        

 

 

発見されたラフカディオ・ハーンの 

講義録ノート 

名詞や形容詞の意味などが英文で 

解説してある。 

（富山大付属図書館提供） 

 


