
万
葉
集
と
考
古
学

・
雑
感

遠

藤

宏

今
や
恒
例
と
な

っ
て
い
る

こ
と
な
の
だ
が
、
「
ア
サ

ヒ
グ

ラ
フ
」
誌

は
年
末

に
な
る
と
そ

の
年

一
年
間

の

主
な
考
古
学
上

の
成
果
を
特
集
す
る
。

こ
こ
何
年
か

は
、
誌
上

に
掲
載
さ
れ

て
い
る
写
真
を
見
な
が
ら
、

新
聞
紙
上

に
報
道
さ
れ
た
時

の
興
奮
を
蘇
え
ら
せ
た

り
改

め
て
目
を
見
覚

っ
た
り
し

て
楽
し
む

の
が
、
年

末

の
私

の
恒
例

に
な

っ
て
い
る
。
本
稿
を
記
し

て
い

る
昭
和

六
十

三
年

一
月

の
時
点

で
言
え
ば
昨
年
末

に

な
る
約

一
か
月
前

に
も
例
外

で
は
な

か

っ
た
。

私

の
専
攻

し
て
い
る
上
代
文
学

に
お
い
て
は
、
文

字
資
料
が
他

の
時
代

の
そ
れ

に
比

し
て
極

め
て
少

い

と

い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
ど
う

し
て
も
考
古
学
側

の

成
果

に
目
配

り
を
利

か
せ
な
く

て
は
な
ら
な
く
な

る

の
で
あ

る
。
考
古
学

と
古
代
歴
史
学

と
は

一
体
と
言

っ
て
よ
い
ほ
ど
密
接

な
関
係

に
あ

る
と

い
う

の
は
自

明

に
近

い
こ
と
だ
が
、
上
代
文
学

に
お

い
て
も
、
考

古
学

の
恩
恵

を
直
接
あ

る
い
は
間
接

に
大
き
く
蒙

っ

て
い
る
。
知

ら
れ
た
例
だ
が
、
鮮

か
な
事
例

を

一
つ

挙

げ
て
お

こ
う
。

天
武

天
皇

の
皇
女

但
馬
皇
女

は
異
母
兄
高
市
皇
子

の
宮

に
居
な
が
ら

(
恐
ら
く
妃

の

一
入

と

し

て
)
、

異

母
兄

の
穂
積
皇
子

と
道

な
ら
ぬ
恋

に
落

ち
た
。
高

市
皇
子
が
没

し
た
持
統
天
皇

の
十
年

(
六
九
六
)
以

後

、
二
入
は
晴
れ
て
結

ば
れ
た

の
で
は
な

い
か
と
も

想
像
さ
れ
、
ま
た
結

ば

せ
て
や
り
た

い
と
も
思

っ
て

し
ま

い
が
ち

で
あ

る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
想
像

あ

る
い
は
願
望

は
成
立

し
が

た
い
の
で
あ

る
。

「
多

治
麻
内
親
王
宮
」

か
ら
典
薬
寮

に
薬
を
多
量

に
請
求

し
て
い
る
木
簡
が
藤
原
宮
跡

か
ら
出
土

し
た
か
ら

で

あ

る
。

こ
の
木
簡

に
よ
れ
ば
、
但
馬
皇
女
は
高
市
皇

子
没
後
、
宮
家
を
立
て
て

い
た
わ
け

で
、
穂
積
皇
子

と

の
関
係
が
仮

に
続

い
て

い
た
と
仮
定
し

て
も
、
少

く
と
も
同
居

は
し

て
い
な

か

っ
た
こ
と

に
な

っ
て
、

晴
れ

て

一
緒
と

い
う

こ
と

に
は
な
ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。
穂
積
皇
子

は
皇
女

の
没
後
、
彼
女

の
墓
を
望
見

し
悲
傷
流
涕

し
て

降

る
雪

は
あ

は
に
な
降

り
そ
吉
隠

の
猪
養

の
岡

の

寒

か
ら
ま
く

に

(巻

二

・
二
〇

三
)

と
詠
じ
て

い
る
。

こ

の
歌
に
対

す
る
理
解

は
、

二
人

が
同
居
し
た

こ
と
を
前
提

と
す
る
か
否
か
に
よ

っ
て

か
な
り
異

っ
た
も
の
に
な
る
。
そ

の
点

で
も
先
掲

の

木
簡

は
大
き
な
意

味
を
も

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と

に

な

る
。

右
木
簡
が
出
土
し
た

の
は
も
う
だ

い
ぶ
前

の
こ
と

に
な

る
の
だ
が
、

昨
年

の
発
掘
成
果

は
ど
う
だ

っ
た
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で
あ
ろ
う
か
。
私

の
個
人
的

な
価
値
評
価

に
基

い
て

印
象

に
残

る
も

の
を
挙
げ

て
み
よ
う
。
先
ず
、
吉
野

宮
滝

の
吉

野
離
宮

址

(
五
月
)
、
桜
井
市
上
之

宮

の

上
宮
遺
址

(
九
月
)
、

明

日

香
村
島
庄

庭

園

遺

址

(十

一
月
)
、
藤
原
鎌
足

(?
)

の
墓

(
十

二
月
)
と

な
る
。
こ
れ
に
本
年

一
月

の
も

の
も
加
え
れ
ば
、
流

山
市

の
稲
荷
台
古
墳
出
土

の
鉄
剣
銘
、
平
城
京
址

の

長
屋

王
邸

と
い
う

こ
と

に
な

る
。

吉
野
離
宮
址
発
掘
調
査
報
告

の
報
道

は
東
京
方
面

に
は
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ
な

か

っ
た
よ
う
だ
が
関
西

で

は
大
き
く
採

り
上
げ
ら
れ
た
も

の
で
、,
離
宮
は
恒
常

的
建
物
と

し
て
平
安
時
代

に
入

っ
て
も
存
続
し

て
い

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
常
駐

の
留
守
番
役

の
官
人
用

と
思

わ
れ

る
建
物
遺
構
も
存
す
る
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
行
幸

の
あ

る
度

に
仮
り

の
建
物

を
急
造
し
て

い
た
.の
で
あ

ろ
う
と

い
う
程
度

に
漠
然
と
考
え
て

い

た
の
は
誤

っ
て
い
る

こ
と

に
な
る
。
持
統
天
皇
は
在

位
十

一
年

の
間

に
三
十

一
回

の
吉
野
行
幸

を
行

っ
て

い
る
。

一
年
平
均
三
回
弱

と

い
う
頻
繁

さ

で

あ

る

し
、
歴
代

の
天
皇

に
も
吉
野
行
幸

は
あ

る

の

だ

か

ら
、
発

掘
結
果
は
、
考
え
て
み
れ
ぽ
当
然

の
こ
と
で

は
あ
る

の
で
あ
る
が
、
当
然

を
当
然

と
思

わ
せ
な
い

と

こ
ろ

に
今
回

の
発
掘

の
凄
さ
が
あ
る
と
感

じ
ら
れ

て
く
る

の
で
あ
る
。
柿
本
人
麻
呂

の
持
統

天
皇
吉

野

行
幸

従
駕

の
作

に

吉
野

の
国

の

花
散

ら
ふ

秋
津

の
野
辺

に

宮

柱

太
敷
き
ま
せ
ば

(巻

一
二
二
六
)

と

い
う

一
節

が
あ
る
。
離
宮
が
最
初

か
ら
本
格
的
な

宮
殿
と
し
て
建
て
ら
れ
た

の
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な

い
の
だ
が
、
右

の

一
節

な
ど
、
天
皇
讃
美

の
た
め
の

単
な
る
文
飾

で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
と
思
う

に

至
る

の
で
あ

る
。

島
庄
遺
址

は
、
蘇
我
馬
子

の
墓
と

い
う
伝
え

の
あ

る
石
舞

台
古
墳

の
至
近
位
置

に
在

り
、
石
舞
台
も
含

め
て
付
近

一
帯

は
こ
れ
ま

で
何
回
も
発
掘
調
査
が
行

わ
れ
た
と

こ
ろ
で
、
今
回

は
庭
園
遺
構

の
発
見
と

い

う

こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ

る
。
間
も
な
く
埋
め
戻
す

と
い
う

こ
と
を
伝
え
聞

い
た
の
で
、
丁
度
都
合
よ
く

開

か
れ

た
京
都

で
の
学
会
を
利
用
し

て

(
と
言

っ
て

し
ま

っ
て
は
学
会

に
申
し
分
け
な

い
の

だ

が
)
、
参

じ

た
。
島
庄

は
、

二
十
八
歳

の
若
さ

で
没
し
た
皇
太

子
草
壁
皇
子

の
邸
宅
が
在

っ
た
と

こ
ろ
で
、
園

遺
構

も
皇
子
邸

の
も

の
と
考

え

ら

れ

る
。
柿
本
人
麻
呂

が
、
皇
子

へ
の
挽
歌

に

島

の
宮
勾

の
池

の
放
ち
鳥
人
目

に
恋

ひ
て
池

に
潜

か
ず

(
巻
二

二

七
〇
)

と
歌

っ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の

「
勾

の
池
」
が

ビ

ニ

ー
ル
シ
ー
ト
の
覆

い
か
ら
は
み
出
て
、

そ

の

一
部
が

見
え

た
。

シ
ー
ト
を
め
く

っ
て

(少

々
)
み
た
と

こ

ろ
、
ま
さ

に
勾

の
池
で
あ

っ
た
。
曲
水

の
宴
用

と
想

定
さ
れ
る
蛇
行
し
た
池
は
平
城
京
址
か
ら
も
既

に
発

掘
さ
れ
て

い
て
、
現
在
は
側

の
建
物

と
も
ど
も
復

原

さ
れ

て
い
る
。
今
回
見
出
さ
れ
た
長
屋
王
邸

の
東
南

す
ぐ
近
く

に
あ
り
、
所
有
者
名
は
不
明
だ
が
皇
族
級

の
高
位
者

の
邸
と
推
定

さ
れ
て

い
る
も

の
で
あ

る
。

勾

の
池

を
目
に
し
た
時
、
自
然

と
そ
の
平
城

の
池

と

比
較
し
て
し
ま

っ
た

の
だ
が
、

い
さ
さ
か
小
規
模

で

放

ち
鳥

の
可
能

性
も
少

々
危

ぶ
ま
れ

る
く

ら
い
で
は

あ

っ
た

の
だ
が
、
作

品
の
現
場
が
眼
前

に
あ

る
と

い

う

こ
と
だ
け
で
十
分

で
は
あ

っ
た
。

ウ
ソ
は
歌

っ
て

い
な

い
な
と

一
応

は
確

か
め
ら
れ

た
こ
と
も
嬉
し

い

も

の
で
あ

っ
だ

。

考
古
学

の
成
果

と
い
う
も

の
は
、
出
土

し
な

い
う

ち
が
花

と
で
も
言

え
る
よ
う
な
臆
測
や
推
定
を
瞬
時

に
砕

い
て
し
ま
う
厳

し
く
も
ま

た
恐

ろ
し
い
存
在
な

の
だ
が
、
逆

に
推
定

の
正

し
さ
を
証
明

し
て
く
れ
る

頼

も
し
く
も
ま

た
楽

し
い
存
在

で
も
あ

る
。
理
窟
と

し
て
で
は
な
く
実
感

と
し
て
そ

の
よ
う

に

思

わ

れ

る
。昨

年

の
考
古
学
と
万
葉
集

の
間
柄

は
従
前
同
様

に

密

で
あ

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な

お
、
藤
原
鎌
足

の
墓
と
し

て
セ
ソ
セ
ー

シ

ョ
ナ

ル
に
報
道
さ
れ

た
も

の
は
、
ど
う
も
鎌
足

の
墓
で
は

な

い
ら

し
い
。
津

々
と
興
味
を
喚
起
す

る
話
だ
が
、

後

日
を
期
す

こ
と

に
し
た

い
。

一17一


