
時
を

弥
生
か
ら

青
谷
上
寺
地
遺
跡

超
え
て

万葉
旅
情
記

万葉
旅
情
記

因
幡万葉
夢
幻
譚

因
幡
万葉
夢
幻
譚

因
幡
万葉
夢
幻
譚

む

げ
ん

た
ん

現
代
か
ら
万
葉
の
世
界
へ
旅
を
す
る
私
こ
と

　
　
　
　
　
「
万
葉
の
旅
人
」
が
大
伴
家
持
と
語
り
合
う
夢
物
語

ⓒ鈴木靖将
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巻
六　
山
菜
と
り
の
少
女
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ

　

四
月
、
山
に
は
花
が
咲
き
に
お
い
、

滝
の
上
の
蕨わ
ら
びも
萌も

え
出い

づ
る
。
因
幡

の
山
の
雪
は
、
南
風
に
乗
っ
て
融と

け
、

因
幡
の
川
も
水
か
さ
が
増
し
て
き
た
。

　
「
手た
お折
っ
た
山
桜
を
大
き
な
瓶び
ん

に

挿
し
て
、
花
見
の
宴
の
準
備
で
す
か
」

と
私
が
問
え
ば
、「
明
日
は
わ
が
館

に
て
、
皆
で
桜
の
花
を
挿か
ざ
し頭
や
蘰か
ず
らに

し
て
宴
を
す
る
の
だ
。
都
で
は
、
春

日
に
あ
る
三み

笠か
さ

山
に
月
が
出
る
頃
、

佐さ

紀き

山
の
夜
桜
を
よ
く
楽
し
ん
だ
も

の
だ
」
と
家
持
さ
ん
は
弾
ん
で
言
う
。

　
「
日
本
人
は
や
は
り
桜
で
す
ね
」
と

私
が
言
え
ば
、「
梅
は
外
来
の
花
で
、

桜
こ
そ
が
日
本
固
有
の
花
だ
。
元
々
、

花
見
は
桜
の
花
の
咲
き
具
合
を
見
て

稲
の
実
り
を
占
い
、
稲
の
神
を
迎
え

る
行
事
な
の
だ
」
と
家
持
さ
ん
は
国

守
ら
し
く
、
一
年
の
実
り
を
心
配
し

て
い
る
の
で
あ
る
。　

　

に
わ
か
に
因
幡
の
野
に
煙
の
立

つ
の
が
見
え
た
。「
因
幡
の
女
性
が

嫁よ
め

菜な

（
う
は
ぎ
）
を
摘
ん
で
、
煮
て

い
る
の
で
し
ょ
う
」
と
私
が
言
え
ば

「
昔
、
雄ゆ
う

略り
ゃ
く天
皇
が
国く
に

見み

を
さ
れ
た

時
、
若わ
か

菜な

を
摘
む
少
女
に
、
家
や
名

を
教
え
ろ
と
プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
た
歌

が
あ
る
」
と
家
持
さ
ん
が
教
え
て
く

れ
た
。

　

私
は
興
味
を
覚
え
て
「
名
前
を
教

え
た
ら
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
」
と

聞
い
て
み
た
。「
結
婚
を
承
諾
し
た

こ
と
に
な
る
。
本
当
の
名
前
は
母
親

し
か
知
ら
ぬ
も
の
な
の
だ
」
と
家
持

さ
ん
が
答
え
る
の
で
、「
う
っ
か
り

女
性
が
名
前
を
教
え
た
ら
、
え
ら
い

こ
と
に
な
る
の
で
す
ね
」
と
私
は
驚

い
た
の
だ
っ
た
。
続
く
…
。

万
葉
び
と
と
若
菜
摘
み
行
事　

冬
ご
も
り
の
大

地
を
割
っ
て
芽
を
張
る
若
菜
に
生
命
の
復
活
を

み
て
、
そ
の
若
菜
に
こ
も
る
お
う
盛
な
生
命
力

を
摂
取
し
、
新
し
い
年
の
健
康
を
願
う
行
事
。

正
月
の
七
草
か
ゆ
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

万
葉
ク
イ
ズ

（
先
月
の
問
題
）

　

当
時
中
国
で
流
行
し
た
化
粧
法
と
は
？

（
解
答
）

　

落
梅
粧
（
ら
く
ば
い
し
ょ
う
）

（
今
月
の
問
題
）

　

文
中
の
挿
頭
は
、
現
在
の
何
の
こ
と
？

　
　
　
　
　
　

答
え
は
６
月
１
日
号
で
す
。

（
文
＝
因
幡
万
葉
歴
史
館
主
任
学
芸
員　

中
山
和
之
）　

　

前
段
階
の
遺
跡
の
中
心
部
と

周
辺
低
湿
地
を
区
画
す
る
矢
板

を
打
ち
込
ん
だ
溝
は
、
弥
生
時

代
後
期
後
葉
か
ら
徐
々
に
埋
ま

り
ま
す
。
大
量
の
人
骨
が
発
見

さ
れ
た
の
も
、
溝
が
埋
ま
る
こ

の
時
期
に
当
た
り
ま
す
。

　

弥
生
時
代
後
期
末
に
は
、
中

心
部
周
囲
の
溝
は
、
区
画
と
い

う
役
割
を
終
え
た
よ
う
で
す
。

埋
ま
っ
た
溝
の
部
分
に
は
、
一

部
に
杭
列
が
打
ち
込
ま
れ
、
杭

に
よ
る
区
画
に
変
化
し
た
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
弥
生
時
代
後
期
末
か
ら

古
墳
時
代
前
期
初
頭
ま
で
は
、

土
器
の
数
や
遺
構
の
広
が
り
を

見
る
か
ぎ
り
、
集
落
が
縮
小
し

た
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
遺
構

の
あ
り
方
に
変
化
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

　

遺
跡
中
心
部
に
は
、
掘ほ
っ

立た
て

柱ば
し
ら

建
物
跡
や
不
整
形
な
土ど
こ
う坑
な
ど

が
確
認
さ
れ
、
埋
ま
っ
た
溝
の

付
近
ま
で
広
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
遺
跡
周
辺
の
低
地
で

は
依
然
と
し
て
水
田
を
作
り
続

け
て
い
ま
す
。

　

古
墳
時
代
前
期
以
降
に
な
る

と
、
遺
跡
中
心
部
の
遺
構
は
少

数
の
建
物
跡
や
井
戸
跡
の
み
で
、

遺
物
の
数
も
減
少
し
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
周
辺
で
祭さ
い
し祀
に
用

い
ら
れ
た
形か
た

代し
ろ

が
出
土
し
た

り
、
周
辺
の
丘
陵
で
多
数
の
古

墳
が
築
か
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

こ
の
地
域
で
古
墳
時
代
以
降
も

人
々
の
営
み
が
続
い
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
変
遷
（
五
）

弥
生
時
代
後
期
末
〜
古
墳
時
代

前
期
初
頭
お
よ
び
古
墳
時
代
以
降

　
　
　

(
約
一
八
〇
〇
年
前
〜)

古墳時代の掘立柱建物跡（○印は柱の位置）

　吉野の山桜
　　写真　川本武司

と
っ
と
り
市
報
３
月
15
日
号
の
16
ペ
ー
ジ
『
万

葉
の
里
通
信
』
の
中
で
、「
午
前
１
時
30
分
」
と

あ
る
の
は
「
午
後
１
時
30
分
」
の
誤
り
で
し
た
。

お
詫
び
と
訂
正


