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■
日
本
最
古
の
歌
集

　
『
万
葉
集
』
と
は
、
日
本
最
古
の
歌

集
。
全
20
巻
か
ら
な
り
、
１
３
０
０
年

～
１
４
０
０
年
前
の
歌
、
約
４
５
０
０

首
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

作
者
は
天
皇
や
貴
族
だ
け
で
な
く
、

兵
士
や
農
民
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の

人
た
ち
で
す
が
、半
数
は
「
作
者
未
詳
歌
」

と
言
わ
れ
、
作
者
が
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
歌
が
詠
ま
れ
た
地
域
は
、
東
北
か

ら
九
州
に
至
る
日
本
各
地
に
お
よ
び
ま

す
。

　
『
万
葉
集
』
は
、
ま
だ
平ひ

ら
が
な

仮
名
が
な
い

時
代
に
書
か
れ
た
の
で
、
全
文
が
漢
字

で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
原
本
は

な
く
、
い
く
つ
も
の
写し

ゃ
ほ
ん本
（
手
書
き
で

書
き
写
し
た
も
の
）
で
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
現
在
、
最
も
古
い
写
本
は
、
平

安
時
代
・
11
世
紀
後
半
頃
の
「
桂

か
つ
ら
ぼ
ん本
万

葉
集
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、

巻
４
の
一
部
の
み
が
残
っ
て
い
る
だ
け

で
す
。
20
巻
す
べ
て
が
揃
っ
た
最
も
古

い
写
本
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
「
西
本

願
寺
本
万
葉
集
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
で
す
。

なぜ宇陀で
万葉歌が詠われたのか

『万葉集』が新元号「令和」の典拠として、注目を集めています。
宇陀市にも万葉歌ゆかりの地があり、それぞれに万葉歌碑が建立されて
います。その数 18首 16か所。
今回の特集では、その万葉集と宇陀との関わりについて紹介します。
これをきっかけに、万葉集を知らなかった方にも少しでも関心を持って
いただき、万葉集と宇陀市の魅力を再発見してほしいと思います。

市役所 1階フロアーに展示している壁画
　【推古天皇の薬猟】
星薬科大学（東京都）所蔵のレプリカ

問文化財課（☎ 82・3976／ IP ☎ 88・9365）

万葉集とは

文化財課　薄木・藤田

当時の文官、
女官はこんな
服を着ていた
んですよ。
　　　　（^^）



特
　
　
集

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

う
だ
ぢ
か
ら

ま
ち
の
わ
だ
い

病
院
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

み
ん
な
で
子
育
て

お
知
ら
せ

掲
示
板

う
だ
チ
ャ
ン

　2019年7月号3

特　集 なぜ宇陀で万葉歌が詠われたのか

なぜ宇陀で
　万葉歌が
　　詠われたのか

そ
こ
に
住
む
神じ

ん
ず
う
り
き

通
力
を
も
っ
た
神
や
仙

人
の
実
在
を
信
じ
る
中
国
古
代
の
考
え

で
、
こ
の
信
仰
に
基
づ
い
て
不
老
不
死

の
薬
を
探
し
求
め
、
長
寿
を
全
う
す
る

た
め
の
方
法
が
研
究
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
考
え
方
の
背
景
に
は
、
宇
陀
で

取
れ
た
水
銀
の
存
在
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
水
銀
の
歴
史
は
古
く
、
す
で
に
3

～
4
世
紀
に
は
、
大
量
の
水す

い
ぎ
ん
し
ゅ

銀
朱
（
朱

色
の
高
級
な
色
素
）
が
古
墳
の
埋
葬
施

設
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

水
銀
は
、
不
老
不
死
に
よ
く
効
く
薬

と
さ
れ
る
仙せ

ん
や
く薬
（
不
老
不
死
の
仙
人
に

な
る
と
い
う
薬
）
の
主
な
成
分
で
す
が
、

猛
毒
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま

摂
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
水

銀
が
取
れ
る
と
こ
ろ
の
水
、
鳥
獣
の
肉
、

野
草
、
山
菜
、
キ
ノ
コ
、
果
物
な
ど
を

摂
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
水
銀
を
摂
る

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
、
宇
陀
の
地
に
は
、
聖
な
る

力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
宇
陀
の
地
が
「
皇
族
の
猟
場
」
と

さ
れ
、
皇
族
た
ち
が
こ
こ
を
訪
れ
、
そ

こ
で
い
く
つ
も
の
万
葉
歌
が
詠
ま
れ
た

の
で
す
。

■
自
然
豊
か
な
土
地
と
水
銀

　

宇
陀
で
は
、
推
古
19
年
（
６
１
１
）

５
月
5
日
、
日
本
最
初
の
「
薬く

す
り
が
り猟
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

豊
富
に
生
息
す
る
鳥
獣
、
多
種
多
様

な
植
物
の
生
育
な
ど
、
宇
陀
の
自
然
の

豊
か
さ
か
ら
、
す
で
に
５
世
紀
後
半
に

は
宍し

し
ひ
と
べ

人
部
（
鳥
獣
の
肉
を
料
理
す
る
職

業
）
や
鳥と

り
か
い
べ

養
部
（
鳥
類
の
飼
育
を
し
た

職
業
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
職
業
集
団
が

宇
陀
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
宇
陀
の
地

が
当
時
の
皇
族
の
猟か

り
ば場
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
環
境
で

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
７
世
紀
前
半
に
は
、

「
薬
猟
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

　
「
薬
猟
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
宇
陀
と
神し

ん
せ
ん仙

思
想
と
の
結
び
つ
き
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

神
仙
思
想
と
は
、
超
自
然
的
な
楽
園
と
、

宇陀の語り部に
お聞きしました

■宇陀市観光ボランティアガイドの会
　　奥谷 恵子さん（大宇陀在住）

　宇陀の地は、万葉集きっての歌人と
たたえられた柿本人麻呂と山部赤人ゆ
かりの地で、たくさんの万葉歌碑が建
てられています。
　なかでも人麻呂の「東の野にかぎろ
ひの…」の歌は中学校の教科書に採用
されることも多く、広く人々に知られ
親しまれています。
　女優の檀ふみさんが、NHK の番組
「日めくり万葉集」の朗読を担当され
ていたころ、上皇（先の天皇）さまに、
最もお好きな万葉歌を尋ねたとき、こ
の「東の…」の歌と答えられたとそう
です。なんと光栄なことでしょう。
　かぎろひの丘には、昭和 15 年に建
てられたこの歌の歌碑があります。揮

き

ごう（毛筆で書くこと）は歌人で国文
学者の佐佐木信綱氏ですが、佐佐木氏
は大宇陀中学校の校歌も作詞してくだ
さっています。
　また、中央公民館には、中山正

まさ み

實画
伯がこの歌をテーマとして描かれた壁
画「阿騎野の朝」が掲げられています。
　年に一度程度開催される「かぎろひを
観る会」では、1300 年を超える昔をし
のびます。みんなで「かぎろひ」の立つ
のを待ちませんか。お待ちしています。

※�宇陀市観光ボランティ
アガイドの会は、現在
55人の会員で活動し、
本市を訪れる方に市内
の観光地や史跡、文化
財等を案内していただ
いています。

※この項は、『新訂　大宇陀町史』所収の和田氏の「宇陀をめぐる信仰」の一部を引用しています。
ここでの水銀とは、「辰砂（しんしゃ）」のことで、現在の有機水銀とは異なるものであることを申し添え
させていただきます。
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宇陀市には
　こんな歌碑があるよ

■
こ
の
歌
は

　
「
阿
騎
の
野
に
今
夜
、
旅

寝
を
す
る
人
々
は
、
の
び
の

び
と
身
を
横
た
え
て
眠
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
い

や
眠
れ
や
し
な
い
の
だ
。

草く
さ
か
べ
の
み
こ

壁
皇
子
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
昔
の
事
が
色
々
と
思
い
出

さ
れ
て
」
と
解
釈
さ
れ
て
い

ま
す
。

場所：大宇陀迫間　阿紀神社
（巻　1-46）

阿
騎
の
野
に

宿
る
旅
人 

う
ち
靡な
び

き

眠い

も
寝ぬ

ら
め
や
も

い
に
し
へ
思
ふ
に

■
こ
の
歌
は

　
「
阿
騎
の
野
は
、
草
を
刈

る
荒
野
で
は
あ
る
が
、
亡
く

な
ら
れ
た
草
壁
皇
子
の
記
念

の
地
・
思
い
出
の
地
と
し
て
、

私
た
ち
は
や
っ
て
来
た
」
と

解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

場所：大宇陀上新　神楽岡神社

（巻　1-47）

ま
草
刈
る

荒
野
に
は
あ
れ
ど

黄も
み
ち
ば葉
の 

過
ぎ
に
し
君
が 

形か
た
み見
と
ぞ
来こ

し

うだ記紀・万葉プロジェクトの
マスコットキャラクター

「天平八っぴー」

万葉ロマンを
楽しんでね！

草
くさかべのみこ
壁皇子（６６２～６８９）　　天

て ん む
武天皇の第２皇子。母は持

じ と う
統天皇。壬

じんしん
申の乱（672）の時は、父母とともに吉野から

宇陀を経て東国へ赴いた。天武 9年（680）、天武天皇の菟田吾城に行幸に同行。天智・天武の諸皇子の中でも筆頭格
であったが、病気のため、即位することなく、亡くなる。

軽
かるのみこ
皇子（６８３～７０７）　　天武天皇の孫。草壁皇子の第２子。持統 6年（692）、阿騎野で遊猟。持統 11年（697）
2月に皇太子となり、同年 8月に即位し、文武天皇（在位 697～ 707）となる。

柿
本
人
麻
呂
の
秀
歌

　

万
葉
集
に
残
っ
て
い
る
歌
は
基
本

的
に
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
短
歌
で

す
が
、
中
に
は
長ち

ょ
う
か歌
（
五
・
七
を
繰
り

返
し
最
後
に
七
）
や
旋せ

ど
う
か

頭
歌
（
五
・
七
・

七
・
五
・
七
・
七
）
が
あ
り
ま
す
。

　

万
葉
集
の
な
か
で
も
、
７
世
紀
後

半
の
万
葉
歌
人
（
宮
廷
歌
人
）
で
あ

る
柿
本
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
歌
は
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
『
万
葉
集
』
巻
１
に
は
、
人
麻
呂
の

歌
、
５
首
（
45
～
49
）
が
続
け
て
お

さ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
歌
は
、
持
統
６
年

（
６
９
２
）
に
軽か

る
の
み
こ

皇
子
が
「
阿あ

き

の
騎
野
」

へ
遊
猟
に
来
た
時
に
詠
ま
れ
た
も
の

で
す
。

　

こ
の
「
阿
騎
野
」
は
、
皇
族
た
ち

に
と
っ
て
重
要
な
場
所
の
ひ
と
つ
で

し
た
。
人
麻
呂
が
宇
陀
で
詠
ん
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
８
首
、
市
内

に
は
5
つ
の
歌
碑
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
う
ち
大
宇
陀
に
あ
る
４
つ
の
歌
碑

を
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
の
当
時
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ

な
が
ら
読
ん
で
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
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特　集 なぜ宇陀で万葉歌が詠われたのか

■
こ
の
歌
は

　

厳
冬
の
よ
く
晴
れ
た
夜
明
け

前
に
、
東
方
の
空
に
さ
し
て
く

る
明
け
方
の
光
で
、
表
現
で
き

な
い
ほ
ど
の
美
し
い
色
に
染
ま

る
一
瞬
が
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
東
方
の
野
に
は
曙
の
光
の
さ

し
そ
め
る
の
が
見
え
て
、
西
を

振
返
る
と
月
が
傾
い
て
淡
い
光

を
た
た
え
て
い
る
」
と
解
釈
さ

れ
て
い
ま
す
。

場所：大宇陀迫間　かぎろひの丘

（巻　1-48）

東ひ
む
が
しの 

野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の

立
つ
見
え
て

か
へ
り
見
す
れ
ば

月
か
た
ぶ
き
ぬ

■
こ
の
歌
は

　
「
亡
く
な
ら
れ
た
日ひ
な
み
し
の
み
こ

並
皇
子
が

馬
を
並
べ
て
御み

か
り猟
（
狩
り
）
に
お

出
か
け
に
な
っ
た
時
刻
が
今
迫
っ

て
く
る
」
と
詠
ん
だ
の
で
す
。

　

懐
か
し
い
、
ま
た
、
今
は
亡
き

草
壁
皇
子
が
馬
を
並
べ
、
走
ら
せ

狩
り
を
し
た
時
の
よ
う
に
、
い
よ

い
よ
、
そ
の
時
が
や
っ
て
き
た
の

で
す
。

※
日
並
皇
子
は
草
壁
皇
子
の
こ
と
で
す 場所：大宇陀迫間　大宇陀地域事務所

（巻　1 -49）

日ひ
な
み
し並

の

皇み

こ子
の
命み

こ
と

の
馬
並な

め
て

み
猟か
り

立
た
し
し

時
は
来き
む
か向

ふ

担当者がおすすめする歌

文化財課　北畠　俊

　選んだ理由は、現在でも見られる風景が出てくること
です。歌の中で出てくる「跡

と み や ま

見山」は、現在の鳥見山で
す。鳥見山は、現在でも雪が積もります。だから歌を書
いた風景が、容易に想像できるのではないでしょうか。
　また、これが恋の歌で作者の心情がわかりやすく、想
像しやすいことです。作者は不明ですが、歌の内容をみ
ると、作者に想い人がいたことが分かります。また作者
が想い人に態度をはっきりしたらいいものだろうかと、
迷っていることも分かります。
　鳥見山に一度登って、古代の人の心情に想い馳せてみ
ては、いかがでしょうか？※桜井市の鳥見山である説もあります。

■場所：榛原萩原　鳥見山公園
（巻１０－２３４６）

う
か
ね
ら
ふ

跡と
み
や
ま

見
山
雪
の 

い
ち
し
ろ
く

恋
ひ
ば
妹い
も

が
名な

人ひ
と
し知
ら
む
か
も
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宇陀市ゆかりの偉人
　（万葉集に携わった人たち）

柿
かきのもとのひとまろ

本人麻呂
（7 世紀～ 8 世紀）

　天
てんむちょう

武朝のころから文
もんむちょう

武朝にかけて活躍
した宮廷歌人。後世、歌

か せ い

聖とたたえられ
る。持

じ と う

統 6 年（692）、軽
か る の み こ

皇子に随行し、
宇陀の阿騎野を訪れた際、「東

ひむがし

の野にか
ぎろひの立つ見えてかへり見すれば月か
たぶきぬ」と詠った。これは万葉集の中
でも秀歌のひとつに数えられる。

かぎろひを詠んだ
　万葉ヒットメーカー

山
や ま べ の あ か ひ と
部赤人

（8 世紀）
万葉集の看板歌人

本
も と お り の り な が
居宣長

（18 世紀）
日本古代研究の
　　　先頭ランナー

　奈良時代の歌人で三十六歌仙
の一人。叙

じょけい

景歌人、自然歌人と
も称され、自然を詠む歌に優れ
る。山辺三には、山部赤人墓と
伝わる苔むした五輪塔がある。

　国学者で文献学者で医師。医業のかたわ
ら『古事記』をはじめとする古典の研究を
すすめた。明和 9 年（1772）に松坂をたっ
て吉野・大和を巡歴した際、宇陀の萩原宿
に泊まったとする記述が「菅

す が が さ に っ き

笠日記」にも
見える。また本居宣長の弟子で養子でもあ
る本

もとおりおおひら

居大平の「餌
え ぶ く ろ の に き

袋日記」という紀行文に
も萩原に宿ったときの記述が残されている。

伝山部赤人墓の五輪塔
（榛原山辺三）

柿本人麻呂像
（大宇陀中庄）

あぶらや（榛原萩原）
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特　集 なぜ宇陀で万葉歌が詠われたのか

　
「
東
ひ
む
が
しの

野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の

　

立
つ
見
え
て　

か
へ
り
見
す
れ
ば

　

月
か
た
ぶ
き
ぬ
」

　

持
統
6
年
（
６
９
２
）
の
旧
暦
11

月
17
日
に
、
柿
本
人
麻
呂
が
詠
ん
だ

と
い
わ
れ
る
こ
の
秀
歌
を
体
感
す
る

恒
例
の
催
し
。

　

た
き
火
を
囲
み
な
が
ら
、「
か
ぎ

ろ
ひ
」
が
現
れ
る
の
を
待
ち
ま
し
ょ

う
。

【
日
時
】
12
月
13
日
（
金
）
予
定

　
　
　
　

午
前
４
時
～
７
時
頃

【
場
所
】
か
ぎ
ろ
ひ
の
丘
万
葉
公
園

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
宇
陀
迫
間
）

【
問
い
合
わ
せ
】

宇
陀
市
観
光
協
会
（
商
工
観
光
課
内
）

（
☎
82
・
２
４
５
７
／
IP
☎
88
・
９
０
８
１
）

宇陀市の万葉に関わる
　　イベントなど

一度は見てみたい景色

かぎろひを観る会

　

今
回
の
特
集
で
紹
介
し
き
れ
な

か
っ
た
万
葉
歌
碑
や
、
記
紀
・
万
葉
、

記
紀
ゆ
か
り
の
舞
台
、
宇
陀
市
の
歴

史
を
彩
っ
た
「
お
と
こ
た
ち
・
お
ん

な
た
ち
」
な
ど
を
、
宇
陀
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
特
設
サ
イ
ト
『
う
だ
記

紀
・
万
葉
』
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
情
報
や
お
知
ら
せ
情
報

な
ど
も
随
時
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

宇
陀
市
の
歴
史
を
知
り
、
現
在
の

そ
の
場
所
に
行
っ
て
み
る
と
不
思
議

な
感
覚
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。

　　

詳
し
く
知
り
た
い
方
や
少
し
で
も

気
に
な
っ
た
方
は
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

気になったところをチェック

ホームページも充実

うだ記紀・万葉

　

宇
陀
市
の
記
紀
・
万
葉
に
関
わ
る

冊
子
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
も
た
く
さ
ん

作
成
し
て
い
ま
す
。

　
「
宇
陀
の
記
紀
万
葉（
写
真
左
上
）」

（
定
価
一
冊　

２
０
０
円
）
は
、
市

内
の
万
葉
歌
碑
を
中
心
に
記
紀
万
葉

の
時
代
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
市
内

在
住
の
方
に
書
や
画
で
作
成
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
観
光
案
内
所
等
で

販
売
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
の
冊
子
や
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
も
手
に
取
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

リーフレットを手にその場所を訪れてみては

冊子やリーフレット
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