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小
林
覚
著
『
古
代
出
雲
の
実
相
と
文
学
の
周
辺
』

谷
口
雅
博

　

本
書
の
著
者
で
あ
る
小
林
覚
氏
は
平
成
二
十
六
年
六
月
に
六
十
三
歳
で

逝
去
さ
れ
た
と
伺
っ
て
い
る
。
直
接
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
本
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
『
出
雲
国
風
土
記
』
関
連
の
論
考
を
通

し
て
お
名
前
は
存
じ
上
げ
て
い
た
。
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
小
林

氏
が
生
前
に
歌
誌
『
白
鳥
』
や
研
究
史
『
出
雲
古
代
史
研
究
』、
ま
た
『
古

典
評
論
』
等
に
発
表
さ
れ
た
論
考
を
、
氏
が
所
属
し
て
い
た
出
雲
古
代
史

研
究
会
の
内
田
律
雄
氏
や
関
和
彦
氏
が
一
冊
の
書
物
と
し
て
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
（
あ
と
が
き
は
著
書
の
妻
、
小
林
和
代
氏
が
書
か
れ
て

い
る
）。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

�

序
章　

古
代
文
学
へ
の
初
発（
二
節
）／
第
Ⅰ
部　
『
出
雲
国
風
土
記
』

を
読
む　

第
一
章　
『
出
雲
国
風
土
記
』
散
抄
（
二
〇
節
）　

第
二
章�

自
然
神
と
と
も
に
（
九
節
）
／
第
Ⅱ
部　

折
口
信
夫
の
世
界
（
八
節
）

／
第
Ⅲ
部　

古
代
文
学
の
発
生
と
成
立
（
八
節
）
／
終
章　

幻
の
出

雲
行
き

　

第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
は
、
文
芸
評
論
と
い
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
尤

も
、
そ
の
よ
う
な
枠
に
は
め
て
し
ま
う
の
は
著
者
に
と
っ
て
は
不
本
意
か

〔
紹
介
〕
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も
知
れ
な
い
。
第
Ⅲ
部
に
つ
い
て
は
、
吉
本
隆
明
、
古
橋
信
孝
、
藤
井
貞

和
な
ど
の
文
学
発
生
論
に
関
わ
っ
て
話
が
展
開
す
る
。
私
自
身
読
ん
だ
こ

と
の
あ
る
も
の
が
並
ぶ
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
自
分
で
は
良
く
理
解
出
来
な

い
こ
と
の
多
か
っ
た
内
容
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
説
か
れ
て
い
て
あ
り

が
た
い
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
み
て
も
、
私
な
ど

の
素
人
に
は
理
解
出
来
な
い
よ
う
な
理
論
に
つ
い
て
も
極
め
て
わ
か
り
や

す
く
書
か
れ
て
い
る
。
難
し
い
事
柄
を
難
し
い
ま
ま
に
伝
え
る
こ
と
は
実

は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
難
解
な
理
論
を
分
か
り
や
す
く
説

明
す
る
ほ
う
が
余
程
難
し
い
。
長
ら
く
高
校
で
教
え
ら
れ
て
き
た
著
者
な

ら
で
は
の
理
解
力
・
伝
達
力
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
Ⅱ
部
は
折
口
信

夫
に
関
す
る
論
考
で
あ
る
。
古
代
文
学
の
研
究
に
携
わ
る
身
と
し
て
は
、

文
学
発
生
論
等
に
関
す
る
一
連
の
折
口
論
に
は
接
す
る
こ
と
が
多
い
も
の

の
、
歌
人
で
あ
り
作
家
と
し
て
の
折
口
に
つ
い
て
は
、
全
く
熱
心
な
読
者

で
は
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
興
味
深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
い
や
、
例

え
ば
枕
詞
「
あ
ら
れ
ふ
る
」
に
関
す
る
折
口
説
の
変
遷
に
つ
い
て
書
か
れ

た
部
分
を
読
ん
だ
時
に
は
、
古
代
研
究
の
面
に
お
い
て
も
実
は
熱
心
な
読

者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
が
書
か
れ
て
い

る
節
の
タ
イ
ト
ル
が
「
折
口
信
夫
は
読
ま
れ
て
い
る
の
か
」
で
あ
る
の
だ

か
ら
、
ま
さ
に
痛
い
と
こ
ろ
を
突
か
れ
た
感
じ
で
あ
る
。
あ
と
が
き
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
著
者
の
口
癖
、「
勉
強
し
て
な
い
奴
は
だ
め
だ
」
が
身
に

染
み
る
。

　

第
Ⅰ
部
「『
出
雲
国
風
土
記
』
を
読
む
」
と
題
さ
れ
た
各
章
の
内
容
は
、

研
究
ノ
ー
ト
と
言
え
ば
良
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
し
た
定
義
づ
け
も

や
は
り
あ
ま
り
意
味
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に

記
載
さ
れ
た
記
事
を
分
析
す
る
そ
の
内
容
は
研
究
論
文
に
そ
の
ま
ま
発
展

し
得
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
何
よ
り
文
献
と
し
て
の
『
出
雲
国
風
土
記
』

を
緻
密
に
読
ん
で
い
る
痕
跡
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
秋
鹿
郡
大
野
郷
の
地

名
起
源
説
話
に
、

　
　

�

和
加
布
都
努
志
能
命
、
御
狩
し
坐
し
し
時
、
こ
の
郷
の
西
の
山
に
狩

人
を
立
て
賜
ひ
て
、
猪
犀
を
追
ひ
て
北
の
方
に
上
り
た
ま
ふ
に
、
阿

内
の
谷
に
至
り
て
そ
の
猪
の
跡
失
せ
き
。

と
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
多
く
の
テ
キ
ス
ト
が
、
神
が
猪
を
捕
ら
え
る
の
に

「
狩
人
」
を
立
て
た
と
い
う
文
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
が
、
細
川
家
本
・
倉
野
本
な
ど
で
は
「
持
人
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
の
想
定
で
、元
の
姿
を「
待
人
」と
す
る
可
能
性
を
提
示
さ
れ
た（「
秋

鹿
郡
大
野
郷
の
「
狩
人
」」）。
こ
の
論
は
一
九
九
四
年
六
月
刊
行
の
『
風

土
記
研
究
』
十
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
風
土
記
研
究
』

を
創
刊
さ
れ
、
当
時
も
編
集
責
任
者
で
あ
っ
た
植
垣
節
也
氏
は
、
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一
九
九
七
年
十
月
に
自
身
が
校
注
を
さ
れ
た
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
『
風
土
記
』
の
該
当
箇
所
を
「
待
人
」
と
し
、
そ
の
頭
注
に
「
字

形
の
近
似
、
仕
事
の
内
容
か
ら
小
林
覚
説
に
従
い
「
待
人
」
と
訂
す
る
。

狩
の
獲
物
を
待
ち
受
け
て
網
へ
追
い
込
む
人
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ

の
後
、
一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
講
談
社
学
術
文
庫
の
『
出
雲
国
風
土

記
全
訳
注
』（
荻
原
千
鶴
著
）、
二
〇
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫
の
『
風
土
記
』
上
巻
（『
出
雲
国
風
土
記
』
担
当
は
橋
本
雅
之
氏
）

に
お
い
て
も
「
待
人
」
説
が
採
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
小
林
覚
氏
の
説
に
従

う
と
注
す
る
。
ほ
ぼ
通
説
化
し
た
と
言
っ
て
も
良
い
状
況
で
あ
り
、
本
文

校
訂
史
の
上
で
は
と
て
も
大
事
な
研
究
成
果
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
意
宇
郡
比
売
埼
説
話
の
「
比
売
埼
」
と
い
う
文
字
の
不

確
か
さ
の
指
摘
や
（「
比
売
埼
伝
承
の
こ
と
」）、
仁
多
郡
三
澤
郷
が
古
写

本
で
は
「
三
津
」
と
も
訓
め
る
こ
と
（「
大
国
主
命
の
子
孫
」）
な
ど
、
現

行
テ
キ
ス
ト
の
抱
え
る
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。「
三
津
」
郷
の
説
話

に
つ
い
て
は
、内
容
と
の
関
わ
り
で
次
の
よ
う
な
仮
説
も
提
示
し
て
い
る
。

　
　

�「
み
つ（
御
津
）」の
異
文
が
生
じ
た
の
は（
そ
れ
が
異
文
だ
と
し
て
）、

「
夢
を
み
ま
し
た
か
」
と
い
う
問
い
掛
け
に
た
い
し
て
、「
見
つ
（
み

ま
し
た
）」
と
答
え
る
の
が
、
至
極
ま
っ
と
う
な
会
話
の
や
り
と
り

に
な
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
。「
三
沢
」
と
答
え
た
の
で
は
、

対
話
に
な
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

口
の
聞
け
な
い
御
子
で
あ
っ
た
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
と
い
う
神
が
初
め

て
父
神
に
対
し
て
発
言
を
し
た
場
面
の
説
明
で
あ
る
が
、
こ
の
話
で
は
ア

ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
の
発
言
の
後
に
父
神
が
「
何
処
を
然
云
ふ
（
ど
こ
を
そ

の
よ
う
に
言
う
の
か
）」と
尋
ね
て
お
り
、「
御
澤
」若
し
く
は「
御
津
」は
、

そ
の
後
の
展
開
と
合
わ
せ
て
神
聖
な
水
の
湧
き
出
る
場
所
を
神
託
に
よ
っ

て
示
し
た
言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。た
だ
そ
う
し
た
従
来
説
で
は
、

こ
の
発
話
の
唐
突
さ
が
今
ひ
と
つ
理
解
し
難
か
っ
た
だ
け
に
、「
御
津
」

と
い
う
場
所
の
提
示
に
加
え
て
、「
見
つ
」
の
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
本
文
の
確
定
に
も
寄
与
す
る
可
能
性
を
持
ち
、
加
え
て
新

た
な
説
話
解
釈
の
可
能
性
も
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
非
常
に
興
味
深

い
。

　

ま
た
、
島
根
郡
加
賀
神
埼
条
に
見
え
る
麻
須
羅
神
（
佐
太
大
神
の
父
神

と
さ
れ
る
）
の
名
義
に
つ
い
て
は
、
大
丈
夫
（
ま
す
ら
を
）
か
ら
の
連
想

で
「
雄
々
し
い
」
神
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
著
者
は
、「
洞
窟
の

暗
闇
の
中
に
、正
体
不
明
で
見
え
な
い
け
れ
ど
も
確
か
に
居
る
は
ず
の
神
」

＝
「
坐
す
＋
ら
（
接
尾
語
）」
神
で
は
な
い
か
と
説
い
た
り
（「
加
賀
神
埼

伝
承
を
め
ぐ
っ
て
」）、「
佐
太
大
神
た
る
龍
蛇
の
容
れ
物
の
名
前
」
と
し

て
の
「
升
＋
ら
」
神
で
は
な
い
か
（「
黄
金
の
箱
の
中
の
龍
蛇
」）
と
説
い
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た
り
す
る
な
ど
、
従
来
説
で
は
判
然
と
し
て
い
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
自

由
で
柔
軟
な
発
想
を
用
い
な
が
ら
も
、
用
例
を
踏
ま
え
た
上
で
、
新
し
い

解
釈
を
随
所
に
提
示
し
て
い
る
。

　

著
者
は
頻
繁
に
出
雲
の
地
を
訪
れ
、
そ
の
世
界
に
触
れ
な
が
ら
、
し
か

し
必
要
以
上
に
現
地
の
風
景
に
感
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
冷
静
に
、
客
観

的
に
『
出
雲
国
風
土
記
』
と
い
う
文
献
に
記
さ
れ
た
文
章
を
分
析
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
恐
ら
く
は
論
じ
た
い
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
無
限

に
あ
っ
た
筈
な
の
だ
が
、「
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
」「
こ
こ
で
、
こ
の

問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
」「
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
も
こ
の
問

題
に
は
立
ち
入
ら
ず
」
と
い
っ
た
表
現
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
読
み
手

と
し
て
は
、
そ
こ
を
説
い
て
欲
し
か
っ
た
と
い
う
思
い
が
強
い
。
例
え
ば

次
の
よ
う
な
指
摘
は
、
風
土
記
編
纂
の
問
題
に
大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ

り
、
私
自
身
以
前
か
ら
こ
だ
わ
っ
て
い
た
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
風
土
記
撰
進
の
命
令
と
さ
れ
る
『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
の
記
事

に
よ
る
と
、
郡
・
郷
の
名
に
つ
い
て
は
「
好
字
を
着
け
よ
」
と
い
う
の
み

に
留
ま
り
、
山
川
原
野
の
名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
由
来
を
記
せ
と
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、「
現
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
つ
い
て
は
、
山
川
原
野
の
名

前
に
つ
い
て
の
由
来
は
無
く
、
あ
る
の
は
、
郷
・
里
の
名
前
の
由
来
だ
け

で
あ
る
（
中
略
）
つ
ま
り
は
、『
続
日
本
紀
』
記
載
の
「
官
名
」
に
従
っ

て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
、
そ
う
し
て
、「
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
事
を
意
味
す
る
か
は
、
こ
こ
で
は
続
け
な
い
」
と
言
う
（「『
出

雲
国
風
土
記
』
の
地
名
「
起
源
」
伝
承
」）。
本
当
は
続
け
た
い
内
容
が
頭

の
中
に
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
恐
ら
く
、

直
接
お
話
を
伺
う
機
会
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
様
々
に
興
味
深
い
お
話
が
伺

え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
既
に
叶
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が

何
よ
り
も
残
念
で
あ
る
が
、
し
か
し
せ
め
て
こ
の
一
冊
を
残
し
て
下
さ
っ

た
点
に
、著
者
と
、編
集
を
担
当
な
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

こ
の
一
冊
は
、
書
名
の
示
す
意
図
と
は
異
な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い

が
、
ま
さ
に
「
文
学
」
の
書
で
あ
り
、「
文
学
研
究
」
の
書
で
あ
る
と
私

は
思
う
。
研
究
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
価
値
を
持
っ
て
い
る
本
で
あ

る
。

（
Ａ
５
判
、
四
二
二
頁
、
今
井
出
版
、
二
〇
一
六
年
七
月
発
行
、
定
価

二
五
〇
〇
円
＋
税
）


