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祢布ヶ森遺跡第41次調査で 
木簡203点出土（県内最多） 
日本で初めて中国最古の詩集『詩経』の一部を書いた木簡も 

に　ょ　う　　 が　　  もり 

し  きょう 

もっ　　かん 

　市教育委員会（出土文化財管理センター、但馬国府・国分寺
館）では、４月３０日から５月１３日まで、日高町祢布にある祢
布ヶ森遺跡の発掘調査を実施しました。調査は、民間の店舗建
設に伴うもので、造成工事で遺跡が削られる部分を、東西約２
ｍ、南北約５０ｍの範囲で行いました。
　その結果、水田面から深さ２５ｃｍの所で、平安時代の遺構を
確認、さらに南北２０ｍにわたって 濠 を発見しました。濠は深い

ほり

所で７０ｃｍあり、中からは、自然木や木製品、建築部材などの
たくさんの木に混じって、木簡２０３点が出土しました。２０３点と
いう木簡の出土数は、県内で最多です。
　木簡の中には、日本で初めてとなる中国最古の詩集『 詩  経 』

し きょう

の注釈書の一部を書いたもののほか、「 五  百  井  女  王 」の名前が
い お いの じょ おう

書かれたもの、「 城 埼   郡（原文のまま）」から 茜 を送った際に付
きの さき あかね

けた付札、「弘仁四年」（西暦８１３年）の年号を書いたものなど
がありました。
　祢布ヶ森遺跡は、今までの発掘調査で延暦２３年（８０４年）に移
転をした但馬国府の跡と考えられていました。今回の木簡はそ
れをさらに裏付けるとともに、国府における役人たちの姿をほ
うふつさせる大きな発見となりました。

《問合せ》但馬国府・国分寺館　�４２－６１１１
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■
県
内
最
多
の
木
簡

　

祢
布
ヶ
森
遺
跡
で
は
、
こ
れ
ま
で
に　
16

点
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
今
回

の
も
の
と
合
わ
せ
て
２
１
９
点
の
木
簡
が

出
土
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

県
内
で
見
つ
か
っ
て
い
る
木
簡
は
約
８

７
０
点
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
、
市
内

で
見
つ
か
っ
た
木
簡
は
、 
袴  
狭 
遺
跡（
出

は
か 

ざ

石
）の　

点
、
但
馬
国
分
寺
跡（
日
高
）の

76

　

点
な
ど
、
約
４
４
０
点
。
県
内
の
木
簡

42の
約
半
数
が
、
豊
岡
で
出
土
し
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

な
ぜ
、
こ
ん
な
に
多
く
の
木
簡
が
市
内

か
ら
見
つ
か
る
の
で
し
ょ
う
か
。

■
木
簡
に
書
か
れ
た
文
字

　

見
つ
か
っ
た
木
簡
は
、
奈

良
大
学
教
授
の
寺
崎
保
広
さ

ん
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
奈

良
文
化
財
研
究
所
の
史
料
研

究
室
と
共
同
で
解
読
を
進
め

ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
２
０
３
点
の

木
簡
か
ら
、
３
２
０
の
文
字

を
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
木
簡
に
書
か
れ
た
文

字
は
、『
詩
経
』の
一
部
を
書

い
た
も
の
の
ほ
か
、人
名
や

地
名
、
年
号
、
九
九
の
練
習
、

同
じ
文
字
を
繰
り
返
し
練
習

し
た
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
内
容
の
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。

　

一
般
に
、
木
製
品
は
乾
燥
し
た
所
で
よ

く
残
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、

湿
度
の
高
い
日
本
で
は
、
空
気
や
光
か
ら

遮
断
さ
れ
、
木
を
腐
ら
せ
る
菌
の
活
動
が

で
き
な
い
地
下
水
を
た
く
さ
ん
含
ん
だ
土

の
中
の
方
が
残
り
や
す
い
の
で
す
。
夏
場

で
も
、
長
靴
が
な
い
と
発
掘
調
査
が
で
き

な
い
よ
う
な
所
、
実
は
そ
ん
な
環
境
が
、

木
簡
を
大
切
に
保
存
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

　

さ
て
、
全
国　

カ
所
余
り
に
置
か
れ
た

60

各
地
の
国
府
跡
で
も
木
簡
が
出
土
し
て
い

ま
す
が
、
点
数
で
は
、
栃
木
県
の 
下  
野 
国

し
も 
つ
け

府
に
続
い
て
全
国
で
２
番
目
に
多
い
出
土

と
な
り
ま
す
。

■
木
簡
が
出
土
し
た
場
所

　

今
回
の
木
簡
は
、
絶
え
ず
水
が
流
れ
る

川
や
溝
で
は
な
く
、
流
れ
の
な
い
濠
か
ら

出
土
し
ま
し
た
。
離
れ
た
場
所
か
ら
流
さ

れ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
濠
の
す
ぐ
そ

ば
で
捨
て
ら
れ
た
も
の
が
、
沈
ん
で
た

ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
、
濠
の
そ
ば
に
木
簡
を
書
い
た

り
、
削
っ
た
り
す
る
施
設
が
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
国
府
内
の
施
設
で
仕

事
や
生
活
を
送
っ
て
い
た
、
但
馬
国
府
の

役
人
の
姿
が
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
っ
て

く
る
よ
う
で
す
。

■
『
詩
経
』
の
一
部
が
書
か
れ
た
木
簡

　
 
折  
敷 
と
い
う 
膳 
の
裏
に
、「
淒
寒
風
也
」

お 

し
き 

ぜ
ん

「
東
風
曰
谷
風
」「
匏
苞
」
と
い
う
文
字
が

書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
中
国
最

古
の
詩
集
『
詩
経
』
の
注
釈
書
に
見
え
る

文
字
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
都
に
は
、「
大
学
」
と
い
う
中
央

官
僚
の
育
成
を
目
的
に
し
た
施
設
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
の
選
択
科
目
の
一
つ
に

挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
が
、『
詩
経
』
で
す
。

　

一
方
、「
大
学
」
で
必
修
科
目
と
な
っ
て

い
た
『
論
語
』
の
内
容
を
書
い
た
木
簡
は
、

平
城
京
や
袴
狭
遺
跡
を
含
め
、
各
地
で
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
都
で
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い

『
詩
経
』
の
内
容
を
書
い
た
木
簡
が
見
つ

か
っ
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な

か
っ
た
『
詩
経
』
の
注
釈
書
が
但
馬
に
あ

り
、
そ
れ
を
使
っ
て
役
人
が
漢
詩
の
勉
強

を
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

木
簡
の
書
か
れ
た
西
暦
８
１
０
年
ご
ろ

は
、
国
内
で
天
皇
の 
勅 
に
よ
る
漢
詩
集
が

ち
ょ
く

編
集
さ
れ
て
い
た
と
き
で
、
地
方
に
お
け

る
漢
詩
の
普
及
を
示
す
資
料
と
言
え
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
但
馬
国
府
に
国
司

と
し
て
赴
任
し
て
い
た
の
は
桓
武
天
皇
の

皇
子
で
あ
る 
良  
岑  
安  
世 
（
７
８
５
〜
８

よ
し 
み
ね
の 
や
す 

よ

３
０
年
）
と
い
う
人
物
で
す
。

　

彼
は
文
武
に
秀
で
、
淳
和
天
皇
の
勅
で

作
ら
れ
た
漢
詩
集『 
経  
国 
集
』（
８
２
７
年
）

け
い 
こ
く

の
編
集
を
任
さ
れ
、
当
時
の
三
大
漢
詩
集

『 
凌
雲 
集
』、『 
文  
華  
秀
麗 
集
』、『
経
国
集
』

り
ょ
う
う
ん 

ぶ
ん 

か 

し
ゅ
う
れ
い

に
漢
詩
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
『
詩
経
』
木
簡
と
、
漢
詩
に
造
詣
の
深

い
良
岑
安
世
の
存
在
。
何
か
の
つ
な
が
り

が
あ
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

▲木簡の発掘調査風景
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