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万葉集を礎にした地域づくり
古
いにしえ

の文化遺産を後世につなぐ

市 長 座 談 会

　

現
存
す
る
わ
が
国
最
古
の
歌
集
で

あ
る
「
万
葉
集
」。
元
号
（
令
和
）
の
典

拠
と
し
て
使
わ
れ
た
初
め
て
の
国
書

と
な
り
、
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

全
国
に
は
奈
良
時
代
の
歌
人
で
、
万

葉
集
の
編へ
ん
さ
ん纂
に
も
関
与
し
た
と
い
わ

れ
る
大
伴
家
持
の
赴
任
地
な
ど
、
万

葉
集
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
域
も
多
く
、

平
成
28
年
か
ら
は
そ
う
し
た
万
葉
ゆ

か
り
の
自
治
体
が
集
う
「
全
国
万
葉
故

地
サ
ミ
ッ
ト
」
も
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
今
後
は
観
光
や
文
化
（
教

育
）
振
興
へ
の
活
用
、
後
世
へ
の
継
承

に
向
け
た
取
り
組
み
な
ど
、
万
葉
集

を
軸
に
し
た
地
域
づ
く
り
が
こ
れ
ま

で
以
上
に
活
発
に
展
開
さ
れ
る
こ
と

も
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

座
談
会
で
は
、
菊
地
・
多
賀
城
市
長
、

髙
橋
・
高
岡
市
長
、
小
椋
・
東
近
江

市
長
、
仲
川
・
奈
良
市
長
に
お
集
ま

り
い
た
だ
き
、
万
葉
集
を
生
か
し
た

ま
ち
づ
く
り
の
内
容
、
歴
史
的
資
源

の
継
承
や
市
民
へ
の
浸
透
の
重
要
性
、

ゆ
か
り
の
都
市
同
士
の
連
携
策
な
ど

に
つ
い
て
、
幅
広
く
お
話
し
い
た
だ

き
ま
し
た
。

（
本
文
中
の
役
職
名
・
敬
称
は
一
部
省

略
し
て
い
ま
す
）

髙
た か は し
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樹
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万
葉
集
ゆ
か
り
の
地
域
特
性
を
生
か
し
て

佐
々
木　

今
年
の
５
月
１
日
、
平
成
に
代
わ
る
新
し
い

元
号
「
令
和
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
漢
籍
で
は
な
く
、

初
の
日
本
古
典
か
ら
の
引
用
と
い
う
こ
と
で
、
出
典
と

な
っ
た
万
葉
集
も
大
い
に
話
題
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
各
都
市
は
万
葉
集
と
ど
の
よ
う
な
関
わ

り
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
地
域
特
性
を
生
か
し

て
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
の
か

に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

菊
地　

多
賀
城
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
陸む

つ奥
国
の
国

府
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
、
古
代
東
北
の
政
治
・
経
済
・

文
化
の
中
心
地
で
し
た
。
そ
う
し
た
背
景
か
ら
、
多
賀

城
市
は
長
ら
く「
史
都
」と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
私
は
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
が『
街
道
を
ゆ
く
』の
中
で
、

「
多
賀
城
そ
の
も
の
が
詩
で
あ
る
」
と
記
述
し
て
い
る
こ

と
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、「
詩
都
」
と
い
う
呼
称
も
意
識
的

に
用
い
て
き
ま
し
た
。
１
３
０
０
年
の
歴
史
の
重
み
を

感
じ
な
が
ら
、
風
雅
な
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
し
た
ま
ち

づ
く
り
を
展
開
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
で
す
。
実
際
多

賀
城
は
、
陸
奥
国
府
に
赴
任
し
た
官
人
た
ち
が
、
周
辺

の
美
し
い
風
景
に
感
激
し
、
多
く
の
和
歌
を
詠
ん
だ
こ

と
も
あ
り
、「
歌
枕
の
地
」
と
し
て
、
古
来
よ
り
都み
や
こ
び
と人の

憧
れ
を
集
め
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
で
も
、
市
内
に
は
、「
壺
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み

碑
」（
多
賀
城
碑
）
を
は

じ
め
、
著
名
な
歌
枕
が
残
り
ま
す
。
中
で
も
こ
の
「
壺

碑
」、
そ
し
て「
末
の
松
山
」「
興お
き
の
い井

」は
松
尾
芭
蕉
の『
奥

の
細
道
』
に
書
き
留
め
ら
れ
た
風
景
地
と
し
て
、
平
成

26
年
に
は
い
ず
れ
も
国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
歴
史
的
資
源
を
持
つ
多
賀
城
市
で
は
、
毎

年
秋
に「
史
都
多
賀
城
万
葉
ま
つ
り
」を
開
催
し
て
お
り
、

大
勢
の
市
民
の
参
加
の
下
、
万
葉
衣
装
時
代
行
列
、
和

歌
朗
詠
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

髙
橋　

万
葉
集
の
代
表
的
な
歌
人
で
あ
り
、
編
者
で

あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
大
伴
家
持
は
越
中
国
守
と
し
て

５
年
間
、
高
岡（
越
中
）で
過
ご
し
ま
し
た
。

　

万
葉
集
に
残
さ
れ
た
歌
は
全
部
で
４
５
１
６
首
に
上

り
ま
す
が
、
家
持
が
作
っ
た
歌
は
４
７
３
首
。
そ
の

う
ち
、
２
２
０
首
余
り
が
高
岡
に
赴
任
し
た
期
間
に
詠

ま
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
家
持
の
部
下
た
ち
が
詠
ん

だ
歌
や
、
こ
の
地
に
伝
わ
る
歌
な
ど
を
加
え
る
と
、

３
３
７
首
に
も
及
び
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
「
越
中

万
葉
」と
称
し
、
約
30
年
前
か
ら「
万
葉
の
ふ
る
さ
と
づ

く
り
」を
官
民
挙
げ
て
展
開
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
拠
点
施
設
と
し
て
、
平
成
２
年
に
開
設
し
た
の

が
、
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
で
す
。
全
国
初
の
万
葉
集
を

テ
ー
マ
に
据
え
た
専
門
施
設
で
、
万
葉
集
に
関
す
る
研

究
と
情
報
の
収
集
・
発
信
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、
全

国
の
研
究
者
や
万
葉
愛
好
家
の
研
究
・
交
流
の
場
と
し

て
も
活
用
し
て
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
万
葉
集
に
関
す
る
代
表
的
な
行
事
と
し
て

「
高
岡
万
葉
ま
つ
り
」を
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の

行
事
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
古
城
公
園
の

濠ご
う

に
設
け
ら
れ
た
特
設
水
上
舞
台
で
、
三
昼
夜
か
け
て

行
わ
れ
る「
万
葉
集
全
二
十
巻
朗
唱
の
会
」と
い
う
メ
イ

ン
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
万
葉
集
全
20
巻
４
５
１
６
首
を
、

２
千
人
を
超
え
る
参
加
者
が
リ
レ
ー
方
式
で
歌
い
継
ぐ

と
い
う
も
の
で
、
今
で
は
高
岡
市
の
恒
例
行
事
に
な
っ

多賀城が創建されて、
あと５年で１３００年。
南門の復元などを進め、
令和６年には「１３００年祭」を
開催します。

菊地 健次郎
多賀城市長（宮城県）

神亀元年（724年）に創建され、陸奥国府と鎮守府が置かれたとされる「多賀城跡」
（多賀城市）
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て
い
ま
す
。

小
椋　
「
あ
か
ね
さ
す　

紫む
ら
さ
き
の野行
き　

標し
め
の野
行
き　

野の
も
り守

は
見
ず
や　

君
が
袖
振
る
」（
額
田
王
）

　
「
紫む
ら
さ
き草

の　

に
ほ
へ
る
妹い

も

を　

憎
く
あ
ら
ば　

人
妻

ゆ
ゑ
に　

我
れ
恋
ひ
め
や
も
」（
大
海
人
皇
子
）

　

こ
れ
は
、
万
葉
集
の
中
で
も
特
に
人
気
が
あ
る
、
大

海
人
皇
子
と
額
田
王
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
相
聞
歌
で

す
。
東
近
江
市
市
辺
地
区
の
船
岡
山
に
万
葉
歌
碑
が
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
一
帯
が
相
聞
歌
が
交
わ
さ

れ
た
蒲が
も
う
の

生
野
の
舞
台
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
近
江
市
は
万
葉
歌
人
・
山や
ま
べ
の
あ
か
ひ
と

部
赤
人
の
ゆ
か

り
の
地
で
も
あ
り
ま
す
。
市
内
に
あ
る
赤
人
寺
は
、
山

部
赤
人
に
よ
る
創
建
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加

え
、
隣
接
す
る
山
部
神
社
も
山
部
赤
人
が
祭
神
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
万
葉
と
ゆ
か
り
が
深
い
東
近
江
市
で
す

が
、
現
在
で
も
万
葉
集
は
市
民
に
と
っ
て
身
近
な
存
在

で
す
。
相
聞
歌
に
も
歌
わ
れ
て
い
る
「
ム
ラ
サ
キ
」
は
、

市
の
花
に
選
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
市
内
に
は

多
数
の
歌
碑
が
あ
り
、
万
葉
ゆ
か
り
の
場
所
を
巡
る
観

光
ツ
ア
ー
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
万
葉
集
に
関

連
し
た
イ
ベ
ン
ト
も
多
く
、
市
辺
地
区
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
が
主
催
す
る
形
で
、「
蒲
生
野
万
葉
短
歌
会
」が
行

わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
今
年
は
こ
の
相
聞
歌
が
詠
み
込
ま

れ
て
１
３
５
０
年
と
い
う
節
目
を
迎
え
た
こ
と
も
あ

り
、
こ
の
３
月
に
は
「
東
近
江
ム
ラ
サ
キ
１
３
５
０
周

年
記
念
イ
ベ
ン
ト
」も
開
催
し
ま
し
た
。

仲
川　

万
葉
集
が
詠
ま
れ
た
万
葉
の
時
代
と
は
、
ど
ん

な
時
代
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
決
し
て
安
穏
な
時
代
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
飢き
き
ん饉
が
あ
り
、
政
争
が
あ
り
、

何
よ
り
も
国
際
情
勢
が
緊
迫
し
た
時
代
で
し
た
。
そ
の

よ
う
な
中
で
も
、
国
力
を
結
集
し
、
10
年
足
ら
ず
で
あ

の
大
規
模
な
大
仏（
東
大
寺
盧る
し
ゃ
な
ぶ
つ

舎
那
仏
像
）を
建
立
し
ま

し
た
。

　

ま
た
、
危
機
が
間
近
に
迫
っ
て
も
、
内
に
閉
じ
こ
も

る
の
で
は
な
く
、
朝
鮮
や
中
国
、
さ
ら
に
は
イ
ン
ド
や

ペ
ル
シ
ャ
か
ら
渡
来
し
た
人
た
ち
も
積
極
的
に
受
け
入

れ
た
、
国
際
性
豊
か
な
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
山
積
し
て
い
な
が
ら
、
元
号
の
令
和
の

典
拠
と
な
っ
た
序
文
や
歌
の
よ
う
に
、
明
る
い
雰
囲
気

が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
な
万
葉
人
の
姿
勢
や
価
値
観
は
、
現
在
に
お
い
て
も

学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

平
成
28
年
に
は
、
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
東

ア
ジ
ア
文
化
都
市
事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
か
ら

は
奈
良
市
、
中
国
か
ら
は
寧
波
市
、
韓
国
か
ら
は
済
州

特
別
自
治
道
が
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
が
現
代
美

術
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
し
ま

し
た
。
芸
術
を
通
し
て
若
者
た
ち
の
つ
な
が
り
が
促
進

さ
れ
る
な
ど
、
万
葉
の
時
代
の
価
値
観
を
再
確
認
す
る

機
会
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
23
年
か
ら
奈
良
の
芸
術
、
文
化
、
歴
史

の
魅
力
を
市
民
オ
ペ
ラ
を
通
じ
て
探
求
、
発
信
す
る

「
万
葉
オ
ペ
ラ
・
ラ
ボ
事
業
」も
展
開
し
て
お
り
、
多
く

の
市
民
が
参
画
し
て
い
ま
す
。

歴
史
的
資
源
を
現
在
に
生
か
す

佐
々
木　

万
葉
集
が
詠
ま
れ
た
奈
良
時
代
か
ら
継
承
さ

万葉ゆかりの自治体が集まって、
意見交換をしたらどうか。
そのような思いから、

「全国万葉故地サミット」を
始めました。

髙橋 正樹
高岡市長（富山県）

特設水上舞台で、三昼夜かけて行われる「万葉集全二十巻朗唱の会」（高岡市）
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れ
、
地
域
に
根
ざ
し
た
文
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に

お
け
る
大
事
な
資
源
だ
と
思
い
ま
す
。
地
域
経
営
の
観

点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
地
域
振
興
に
つ
な
げ
て
い
る
の

か
、
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
椋　

現
在
、
東
近
江
市
で
は
、
歴
史
的
資
源
を
生
か

し
た
新
し
い
動
き
が
出
て
い
ま
す
。
相
聞
歌
に
も
歌
わ

れ
、
市
の
花
に
選
定
し
て
い
る「
ム
ラ
サ
キ
」の
６
次
産

業
化
へ
の
取
り
組
み
で
す
。
相
聞
歌
に
す
っ
か
り
の
め

り
こ
ん
だ
若
者
が
会
社
を
立
ち
上
げ
、
か
つ
て
染
料
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
た「
紫
根
」と
呼
ば
れ
る
ム
ラ
サ
キ

の
根
を
用
い
た
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
コ
ス
メ
の
開
発
に
見
事

成
功
し
ま
し
た
。
昨
年
か
ら
販
売
を
始
め
た
と
こ
ろ
で

す
が
、
美
容
効
果
な
ど
期
待
さ
れ
る
こ
と
が
話
題
と
な

り
、
早
速
、
海
外
か
ら
引
き
合
い
が
来
る
ほ
ど
に
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。

髙
橋　

何
か
特
産
品
を
開
発
す
る
際
で
も
、
地
域
の
歴

史
や
伝
統
に
根
拠
を
求
め
る
と
説
得
力
が
出
ま
す
よ

ね
。
例
え
ば
、
高
岡
を
代
表
す
る「
と
こ
な
つ
」と
い
う

名
前
の
銘
菓
も
、「
立
山
に　

降
り
置
け
る
雪
を　

常と
こ
な
つ夏

に　

見
れ
ど
も
飽
か
ず　

神
か
ら
な
ら
し
」
と
い
う
大

伴
家
持
の
和
歌
に
ち
な
ん
で
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
奈
良
時
代
の
料
理
を
参
考
に
、
名
物
と
な

る
特
産
品
を
つ
く
り
た
い
で
す
ね
。
当
時
、
お
菓
子
の

よ
う
な
も
の
も
食
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
か
ら
、
そ

れ
を
復
元
し
て
み
る
の
も
面
白
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

菊
地　

多
賀
城
市
で
も
、「
古
代
米
」を
使
っ
た
新
し
い

グ
ル
メ
ブ
ラ
ン
ド『
し
ろ
の
む
ら
さ
き
』の
開
発
、
普
及

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
、
市
内
の
東
北

歴
史
博
物
館
に
て
、
特
別
展
「
東
大
寺
と
東
北

－

復
興

を
支
え
た
人
々
の
祈
り

－

」
が
開
催
さ
れ
た
際
に
は
、

こ
れ
を
記
念
し
て
、
多
賀
城
や
近
隣
の
食
材
を
使
い
、

官
民
が
連
携
し
て
、
メ
ニ
ュ
ー
を
考
え
た
「
み
ち
の
く

多
賀
城
『
黄こ
が
ね金

の
食
彩
弁
当
』」
が
Ｊ
Ｒ
仙
台
駅
な
ど
で

売
り
出
さ
れ
、
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

仲
川　

伝
統
野
菜
と
い
え
ば
京
野
菜
が
有
名
で
す
が
、

奈
良
に
も
「
大
和
野
菜
」
と
い
う
伝
統
野
菜
が
あ
り
ま

す
。
大
規
模
生
産
や
流
通
に
向
か
な
い
た
め
、
自
家
用

と
し
て
ほ
そ
ぼ
そ
と
栽
培
さ
れ
て
き
た
野
菜
で
す
が
、

近
年
は
大
和
野
菜
を
メ
イ
ン
に
提
供
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン

が
市
内
で
営
業
す
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
注
目
さ
れ
始

め
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
食
や
文
化
芸
術
に
し
て
も
そ
う
で
す
が
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
を
取
り
上
げ
る
に
当
た
っ
て
、
大

き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
が
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し

て
の
地
域
の
「
歴
史
」
で
す
。
足
元
に
蓄
積
し
て
い
る
、

１
３
０
０
年
の
歴
史
と
う
ま
く
関
連
付
け
る
こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
は
よ
り
高
ま
り
ま
す
。

小
椋　

歴
史
や
文
化
は
、
ど
れ
だ
け
の
お
金
を
か
け
て

も
、
簡
単
に
創
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に

こ
そ
、
歴
史
の
奥
深
さ
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
地
域
に
根
ざ
し
た
歴
史
、
文
化
、
伝
統
を
受

け
止
め
、
さ
ら
に
磨
き
を
掛
け
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
。

そ
れ
こ
そ
が
私
た
ち
市
長
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

市
民
へ
の
周
知
に
も
尽
力

佐
々
木　

万
葉
集
を
は
じ
め
と
し
た
、
歴
史
的
資
源
を

活
用
す
る
た
め
に
も
、
市
民
へ
の
周
知
も
重
要
だ
と
思

地域の歴史は、
どれだけのお金をかけても
創れるものではない。
そこにこそ、歴史の奥深さが
あるのだと思います。

小椋 正清
東近江市長（滋賀県）

近江鉄道八日市駅の正面に設けられた、万葉集の相聞歌のレリーフ（東近江市）
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い
ま
す
。

菊
地　

先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
多
賀
城
碑
に
は
、「
多
賀

城
」は
７
２
４
年
に
創
建
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
あ
と
５
年
で
１
３
０
０
年
を
迎
え
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
に
向
け
て
、
特
別
史
跡
多
賀
城
跡
の
南
門
の

復
元
を
進
め
、
令
和
６
年
に
は「
１
３
０
０
年
祭
」を
開

催
す
る
計
画
を
立
て
て
い
ま
す
が
、
新
し
い
元
号
が

「
令
和
」に
決
ま
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
機
運
醸
成
と
い
う

意
味
で
、
大
き
な
後
押
し
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
追
い
風

を
う
ま
く
生
か
し
て
、
皆
で
力
を
合
わ
せ
て
１
３
０
０

年
祭
の
準
備
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
椋　

東
近
江
市
に
も
、
素
晴
ら
し
い
歴
史
や
文
化
が

豊
富
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
身
近
な
存

在
の
た
め
、
そ
れ
ほ
ど
意
識
を
向
け
な
い
市
民
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
よ

ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
ず
は
小
学
校
レ
ベ
ル
か
ら
地
元

の
歴
史
を
し
っ
か
り
教
え
る
。
そ
こ
か
ら
始
め
る
べ
き

で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
結
局
は
万
葉
文
化
の
継
承
に
も
つ

な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

髙
橋　

万
葉
集
や
和
歌
な
ど
の
古
典
文
芸
は
、
一
部
の

愛
好
家
の
趣
味
と
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
し
か
し
、
私
は
も
っ
と
多
く
の
人
に
と
っ
て
日
常

的
な
も
の
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
も
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
、
啓
発
は
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
高
岡
市
で
も
長
年
、
地
元
有
志
が
中
心

と
な
っ
て
、「
越
中
万
葉
か
る
た
」を
制
作
し
、
市
内
の

小
中
学
校
に
寄
贈
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
昭
和
55
年
か
ら
は
「
越
中
万
葉
か
る
た
大

会
」
も
開
い
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
遊
び
を
通
し

て
郷
土
の
歴
史
に
触
れ
る
こ
と
で
、
誇
り
や
地
域
へ
の

愛
着
心
の
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

仲
川　

平
城
京
の
都
が
あ
っ
た
奈
良
市
で
も
、
全
て
の

市
民
が
奈
良
の
歴
史
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
が
歴
史
的
な
ま
ち
に
住
ん
で
い
る
と
い

う
意
識
が
希
薄
な
市
民
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
せ
っ
か
く
こ
の
ま
ち
を
選
ん
で
住
ん
で
い

た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
地
域
の
土
地
柄
に
誇

り
を
感
じ
て
ほ
し
い
し
、
そ
れ
が
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド

に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
の
地
な
ら
で
は
の
歴
史
や
文
化
を
広
く
市
民
に
知
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
後
の
発
掘
調
査
に
も
期
待

菊
地　

多
賀
城
が
５
年
後
に
創
建
か
ら
１
３
０
０
年
を

迎
え
る
と
い
う
こ
と
も
、
当
時
の
碑
文
が
残
っ
て
い
る

か
ら
こ
そ
分
か
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
文
化
財
や
史

跡
の
存
在
は
重
要
で
す
。
ま
た
、
発
掘
調
査
で
、
解
明

さ
れ
た
歴
史
も
多
々
あ
り
ま
す
。
万
葉
の
歌
人
大
伴
家

持
は
、
陸む

つ

あ

ぜ

ち

奥
按
察
使
兼
鎮ち

ん
じ
ゅ守

将
軍
と
し
て
多
賀
城
に
赴

任
し
、
こ
の
多
賀
城
が
終
焉
の
地
と
も
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
残
念
な
こ
と
に
、
多
賀
城
で
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
家

持
の
歌
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

今
後
の
発
掘
調
査
で
、
家
持
の
歌
や
文
献
な
ど
が
見

つ
か
れ
ば
世
紀
の
大
発
見
と
な
り
ま
す
ね
。

髙
橋　

高
岡
に
は
万
葉
集
に
も
歌
わ
れ
た
数
多
く
の
歌

枕
が
あ
り
ま
す
。
地
元
の
人
に
と
っ
て
は
見
慣
れ
た
風

景
で
す
か
ら
、
歌
の
情
景
も
手
に
取
る
よ
う
に
イ
メ
ー

ジ
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
高
岡
に
は
当
時
の
出
土
品

が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
は
課
題
で
す
か
ら
、

蓄積された歴史的
資源をどう生かして、
未来を創っていくか。
これは今の時代を生きる
私たちの責任です。

仲川 げん
奈良市長（奈良県）

平城遷都1300年祭（平成22年）に合わせて復元された、平城京「第一次大極殿」（奈良市）
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市 長 座 談 会 万葉集を礎にした地域づくり 古の文化遺産を後世につなぐ

将
来
的
に
は
発
掘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
な
ど
も
考
え

て
み
た
い
で
す
ね
。

仲
川　

奈
良
市
の
平
城
宮
跡
も
ま
だ
全
体
が
調
査
さ
れ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
発
掘
で
新
た
な
事
実
が
発

見
さ
れ
れ
ば
、
歴
史
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
に

あ
り
得
る
話
で
す
よ
ね
。
た
だ
、
歴
史
は
１
０
０
％
の

精
度
で
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
新
た
な
出
土
品
が

発
見
さ
れ
て
も
、
そ
の
読
み
解
き
は
時
代
に
よ
っ
て
変

わ
り
ま
す
。
歴
史
に
１
０
０
％
の
正
解
は
な
い
。
そ
こ

に
も
歴
史
の
奥
深
さ
が
あ
り
ま
す
ね
。

小
椋　

確
か
に
、
現
在
の
歴
史
は
、
科
学
実
証
主
義
に

偏
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
は
あ
り

ま
す
ね
。
事
実
そ
の
も
の
も
重
要
で
す
が
、
伝
説
や
伝

承
も
同
様
に
大
切
で
す
。
む
し
ろ
伝
説
や
伝
承
に
裏
打

ち
さ
れ
た
歴
史
の
方
が
市
民
に
誇
り
や
居
心
地
の
良
さ

を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

連
携
を
深
め
て
、
大
き
な
成
果
を
！

佐
々
木　

万
葉
集
ゆ
か
り
の
ま
ち
と
い
う
環
境
を
生
か

し
て
、
各
都
市
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
条
件
を
持
つ
都
市
同
士
で
連
携

す
る
こ
と
も
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

髙
橋　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
全
国
に
は
万
葉
集
ゆ

か
り
の
自
治
体
も
多
く
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
万
葉

集
に
ち
な
ん
だ
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
自
治
体
が
一
度
集
ま
っ
て
、
意
見
交
換
を
し
た

ら
ど
う
か
。
そ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、
関
係
自
治
体
に

声
を
掛
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
平
成
28
年
か
ら
「
全
国

万
葉
故
地
サ
ミ
ッ
ト
」
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
高

岡
市
、
多
賀
城
市
さ
ん
を
舞
台
に
開
催
し
て
き
ま
し
た

が
、
来
年
は
奈
良
市
さ
ん
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。

仲
川　

蓄
積
さ
れ
た
歴
史
的
資
源
を
ど
う
生
か
し
て
、

未
来
を
創
っ
て
い
く
か
。
こ
れ
は
今
の
時
代
を
生
き
る

私
た
ち
の
責
任
で
す
よ
ね
。
同
時
に
、
そ
れ
は
独
自
の

存
在
価
値
を
世
界
に
示
す
と
い
う
意
味
で
、
国
と
し
て

も
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

同
じ
ゆ
か
り
を
持
ち
、
志
を
共
有
す
る
私
た
ち
の
地

域
づ
く
り
が
、
全
国
に
広
が
る
大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト

と
な
り
、
国
の
戦
略
や
ビ
ジ
ョ
ン
作
り
に
も
つ
な
が
っ

て
い
け
ば
と
思
い
ま
す
。

菊
地　

多
賀
城
市
は
、
東
日
本
大
震
災
直
後
か
ら
、
奈

良
市
さ
ん
を
は
じ
め
、
歴
史
的
な
つ
な
が
り
を
持
つ
都

市
に
多
大
な
る
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に

あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。
多
様
な
連
携
が
復
旧
・
復
興

を
進
め
て
い
く
上
で
、
大
き
な
力
と
な
る
こ
と
も
実
感

し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
緩
や
か
に
つ
な
が
り
、
そ
れ

ぞ
れ
が
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
、
万
葉
の
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

小
椋　

地
域
の
文
化
を
継
承
す
る
際
に
大
事
な
の
は
若

者
の
力
な
ん
で
す
よ
。
ム
ラ
サ
キ
の
根
を
用
い
た
オ
ー

ガ
ニ
ッ
ク
コ
ス
メ
を
開
発
し
た
の
も
若
者
で
し
た
し
、

今
、
東
近
江
に
は
木き

じ

し
地
師
文
化
発
祥
の
地
と
い
う
特
性

を
踏
ま
え
て
、
林
業
に
目
を
向
け
る
若
者
も
多
く
い
ま

す
。
私
た
ち
は
そ
う
し
た
若
者
を
し
っ
か
り
と
育
成
す

る
と
と
も
に
、
彼
ら
が
活
躍
で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま

な
都
市
と
も
連
携
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
っ
て
い

く
。
こ
れ
が
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

佐
々
木　

本
日
は
万
葉
集
を
切
り
口
に
し
な
が
ら
、
地

域
に
根
付
い
た
歴
史
、
伝
統
を
い
か
に
後
世
に
継
承
し

て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
視

点
か
ら
ご
議
論
い
た
だ
き
ま
し
た
。
単
に
歴
史
的
資
源

や
伝
統
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
活
用
し
て
い

く
こ
と
の
大
切
さ
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
市
民
と
力
を
合
わ
せ
、
か
つ
、
ゆ
か
り
の
自

治
体
同
士
で
連
携
し
な
が
ら
、
万
葉
の
ま
ち
づ
く
り
を

さ
ら
に
活
発
に
推
進
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
令
和
元
年
７
月
10
日
、
全
国
都
市
会
館
に
て
開
催
）

本
コ
ー
ナ
ー
は
隔
月
掲
載
と
な
り
ま
す
。
次
回
は
１
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

佐々木 瞳
フリーアナウンサー


