
纂
過
程
を
知
る
重
要
な
手
が
か
り

と
な
る
だ
け
で
な
く
、
歌
木
簡
が

新
し
い
史
実
を
伝
え
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
『
古
今
和
歌
集
』の
事
実
が

1
5
0
年
前
か
ら
存
在

　

延
喜
５
年
（
西
暦
9
0
5
年
）、

紀き
の
つ
ら
ゆ
き

貫
之
が
編
纂
し
た
古
今
和
歌
集

で
は
、
仮
名
序
と
呼
ば
れ
る
序
文

で
和
歌
を
学
ぶ
た
め
の
理
論
を
記

し
、
そ
の
後
の
古
典
文
学
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

仮
名
序
に
は
、『「
安
積
山
の
歌
」

と
「
難
波
津
の
歌
」
の
２
つ
の
歌

は
、
和
歌
の
父
母
で
あ
り
、
初
め

て
和
歌
を
習
得
す
る
た
め
に
必
ず

学
ぶ
も
の
で
あ
る
』
と
の
記
載
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ

の
２
つ
の
歌
の
セ
ッ
ト
関
係
は
、

紀
貫
之
が
独
自
に
考
え
た
理
論
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回

の
出
土
で
こ
の
関
係
は
紀
貫
之
が

思
い
つ
い
た
も
の
で
は
な
く
『
古

今
和
歌
集
』
の
成
立
よ
り
1
5
0

年
以
上
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

※
１
木
簡
…
墨
で
文
字
が
書
か
れ
た
木

片
、
紙
が
普
及
す
る
以
前
に
文
書
、

荷
札
等
に
使
用
さ
れ
た
。

※
２
万
葉
集
…
奈
良
時
代
の
歌
集
、
現

存
す
る
日
本
最
古
の
歌
集
で
、
ひ
ら

が
な
、
カ
タ
カ
ナ
の
基
と
な
る
万
葉

仮
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

※
３
古
今
和
歌
集
…
平
安
時
代
に
つ
く

ら
れ
た
歌
集
、
天
皇
の
命
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
た
初
め
て
の
歌
集
（
勅
撰

和
歌
集
）

歴
史
の
新
事
実
が
甲
賀
で

　

今
回
の
発
見
は
、
考
古
学
だ
け

　

甲
南
町
新
治
地
域
に
あ
る
寺じ

ぜ
ん前

城じ
ょ
う、
村む

ら
さ
め雨
城じ

ょ
う、
新し

ん

宮ぐ
う
じ
ょ
う
城
、
新し

ん
ぐ
う
し

宮
支

城じ
ょ
う、
竹た

け

中な
か
じ
ょ
う
城
の
５
つ
の
遺
跡
が
、

甲
賀
郡
中
惣
遺
跡
群
と
し
て
国
指

定
史
跡
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
遺
跡
群
は
、
戦
国
時
代
、

甲
賀
の
小
領
主
の
自
治
組
織
「
甲

賀
郡
中
惣
」
に
関
連
し
た
城
館
遺

跡
群
で
、
甲
賀
武
士
の
性
格
や
自

治
組
織
の
あ
り
方
を
示
す
大
変
貴

重
な
遺
跡
で
す
。

　

今
後
は
、
こ
の
地
域
の
中
世
史

を
解
明
す
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
資
料
と
し
て
、
地
域
や
学

習
の
場
に
役
立
て
ま
す
。

　

こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
本
紙

７
月
１
日
号
で
詳
し
く
ご
紹
介
し

ま
す
。

木
簡
の
表
裏
に
和
歌
が

　

平
成
19
年
12
月
、
紫
香
楽
宮
跡

調
査
委
員
会
副
委
員
長
の
大
阪
市

立
大
学
大
学
院
教
授
栄さ

か
え

原は
ら

永と

遠わ

男お

さ
ん
が
歌
木
簡
の
研
究
の
た
め
、

宮
町
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
を

再
調
査
し
て
い
ま
し
た
。
宮
町
遺

跡
で
は
多
く
の
木
簡
と
そ
の
削
屑

が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中

で
、
当
初
「
難な

に

波は

津つ

の
歌
」
と
い

う
和
歌
が
書
か
れ
た
削
屑
と
思
わ

れ
て
い
た
薄
い
木
片
の
裏
面
に

「
阿あ

さ

か

や

佐
可
夜
‥
‥
」の
文
字
が
書
か

れ
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
古
典
文
学
や
古
代
史

の
専
門
家
に
よ
り
多
く
の
調
査
を

重
ね
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
文
字
は
、

木
簡
の
表
裏
に
「
難
波
津
の
歌
」

と
「
安あ

さ
か
や
ま

積
山
の
歌
」
の
２
つ
の
和

歌
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
の
で
す
。

宮
町
遺
跡
が
導
い

た
木
簡
の
時
期

　

木
簡
が
出
土
し
た
西
大
溝
と
よ

ば
れ
る
大
き
な
水
路
は
、
紫
香
楽

宮
の
中
心
区
画
の
約
2
0
0
m
西

側
を
流
れ
る
幹
線
排
水
路
と
推
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
溝
は
、
土
砂
の
堆
積
状

況
か
ら
、
一
気
に
埋
め
立
て
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
出
土

し
た
木
簡
に
記
さ
れ
た
年
号
か
ら
、

天
平
16
年
末
か
ら
17
年
初
め
（
西

暦
7
4
4
年
〜
7
4
5
年
）
に
埋

め
立
て
ら
れ
、
今
回
発
表
さ
れ
た

歌
木
簡
も
こ
の
頃
ま
で
に
捨
て
ら

れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

歌
木
簡
が
伝
え
る
新
史
実

　
「
安
積
山
の
歌
」
は
、『
万
葉
集
』

に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
木
簡

等
で
『
万
葉
集
』
と
同
じ
歌
が
出

土
し
た
の
は
全
国
で
初
め
て
で
す
。

　

ま
た
、『
万
葉
集
』
は
、
通
説

で
は
、
天
平
17
年
以
降
の
数
年
間

に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、こ
の
木
簡
は
『
万
葉
集
』

が
で
き
た
時
代
よ
り
も
早
い
可
能

性
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、「
安
積
山
の
歌
」

が
『
万
葉
集
』
に
よ
っ
て
一
般
に

広
く
知
れ
渡
っ
た
の
で
は
な
く
、

『
万
葉
集
』
が
編
纂
さ
れ
る
以
前

に
、
こ
の
和
歌
が
当
時
の
人
々
に

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。
こ
の
木
簡
も
万
葉
集
を
見

て
い
な
い
人
が
書
い
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、『
万
葉
集
』
の
編

古
典
文
学
の
夢
、

甲
賀
の
地
に
広
が
る

「
万
葉
集
」の
木
簡
、全
国
で
は
じ
め
て
出
土

宮
町
遺
跡

　聖武天皇の都、紫香楽宮跡（宮
町遺跡）で出土した「難波津の
歌」の木簡の裏に「安積山の歌」が書かれていました。
紀貫之は「古今和歌集」の序文でこの２首を歌の父母と
しています。そのセット関係が、一挙に約150年も前の紫
香楽宮で確認されたのです。
　「安積山の歌」は万葉集にありますが、万葉集と同じ
歌が木簡等で出土したのは、これが全国で初めてです。
　この木簡は約２尺（約60センチメートル）と推定され、
歌を書いた長い木簡を持った官人たちが、儀式や宴会で
歌い上げたのでしょう。

で
な
く
、
古
典
文
学
を
研
究
す
る

上
で
極
め
て
重
要
な
歴
史
的
発
見

で
す
。

　

甲
賀
市
は
文
化
財
の
宝
庫
で
す
。

さ
ら
な
る
歴
史
が
隠
さ
れ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
先
人
た
ち
が

残
し
た
資
料
か
ら
、
こ
の
地
で
ど

の
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
の

か
、
ロ
マ
ン
を
膨
ら
ま
せ
る
の
も

楽
し
み
で
す
。

　

平
成
９
年
に
史
跡
紫

香
楽
宮
跡
（
宮
町
遺
跡
）

調
査
で
出
土
し
て
い
た

木
簡
※1

１
点
が
、和
歌
の

書
か
れ
た「
歌
木
簡
」
で

あ
る
こ
と
が
そ
の
後
の

調
査
で
判
明
し
ま
し
た
。

　

こ
の
木
簡
に
書
か
れ

た
和
歌
は
、
そ
の
内
容

か
ら
、
古
典
文
学
を
代

表
す
る
『
万

ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

葉
集
』※２
と

『
古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う』※３

と
深

い
関
係
が
あ
り
、
さ
ら

に
そ
れ
が
宮
町
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
こ
と
に
よ

り
、
こ
れ
ら
の
時
代
背

景
も
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。

　

今
回
の
発
見
は
、
万

葉
集
や
古
今
和
歌
集
を

は
じ
め
と
す
る
古
典
文

学
を
研
究
す
る
上
で
極

め
て
重
要
な
発
見
で
、

従
来
の
文
学
史
を
も

変
え
る
も
の
と
な
り
ま

し
た
。

　

今
月
号
で
は
、
こ
の

歴
史
的
発
見
の
内
容
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

大阪市立大学大学院文学研究科

栄原永遠男 教授

儀式や宴会で
使用か

甲
こ う

賀
が（か）

郡
ぐ ん

中
ちゅう

惣
そ う

遺
い

跡
せ き

群
ぐ ん

が
国指定史跡に

n

寺前城遺跡

な
に
は
つ
に 

さ
く
や
こ
の
は
な 

ふ
ゆ
ご
も
り 

い
ま
は
は
る
べ
と　

さ
く
や
こ
の
は
な

あ
さ
か
や
ま 

か
げ
さ
へ
み
ゆ
る 

や
ま
の
ゐ
の 

あ
さ
き
こ
こ
ろ
を 

は
が
お
も
わ
な
く
に

n

出
土
木
簡
か
ら
推
定
し
た
木
簡
の
復
元
図

（
─
─
今
回
出
土
し
た
部
分
）
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