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く
ろ
ご
ま
の
あ
さ
の
あ
が
き
に
ふ

ま
せ
た
る

をかのく
さ
ね
となづさ
ひ
ぞこし

（
大
意
）

聖
徳
太
子
が
朝
、
黒
い
馬
に
乗
っ

て
走
り
、
そ
の
馬
に
踏
ま
せ
た
の

が
こ
の
岡
の
草
だ
と
懐
か
し
く
思

い
な
が
ら
、
心
を
込
め
て
橘
寺
の

あ
る
こ
の
辺
り
に
や
っ
て
来
た

（
揮
毫
者
）
会
津
八
一
／
歌
人

K5
明
日
香
村
橘

橘
寺
本
堂
左
手
前

あ
す
か
風

（
揮
毫
者
）

犬
養
孝
／
国
文
学
者

K4
明
日
香
村
岡

犬
養
万
葉
記
念
館
中
庭

萬
葉
は青春

の
い
の
ち

（
揮
毫
者
）

犬
養
孝
／
国
文
学
者

K3
明
日
香
村
岡

犬
養
万
葉
記
念
館
前

飛
ぶ
鳥
の明日

香
の
里

（
揮
毫
者
）

不
明

K2
明
日
香
村
岡

村
役
場
入
口

筆
塚

宮
司
の
飛
鳥
弘
文
さ
ん
が
先
代

の
飛
鳥
弘
訓
氏
の
遺
志
を
受
け

継
ぎ
「
筆
供
養
」
の
た
め
建
立
し

た
（
揮
毫
者
）

K1
明
日
香
村
飛
鳥

飛
鳥
坐
神
社
鳥
居
の

右
側
植
込
み
の
中

関連碑

今
行
き
て
聞
く
も
の
に
も
が
明
日
香
川

春
雨
降
り
て
激
つ
瀬
の
音
も

作
者
未
詳
（
巻
十
・
一
八
七
八
）

（
大
意
）
今
行
っ
て
聞
け
た
ら
よ
い
の
に
、

明
日
香
川
の
春
雨
が
降
っ
て
激
つ

瀬
の
音
を

（
揮
毫
者
）
西
岡
善
信
／
映
画
監
督

39

明日香村栢森
県道15号を稲渕から栢森集落入口の川沿い

斎
串
立
て
神
酒
す
え
奉
る
神
主
部
が

う
ず
の
玉
蔭
見
れ
ば
と
も
し
も

作
者
未
詳
（
巻
十
三
・
三
二
二
九
）

（
大
意
）
斎
串（
い
ぐ
し
）を
立
て
御
神
酒

を
捧
げ
ま
つ
る
神
官
た
ち
の
髪
飾

り
の
か
ず
ら
は
、
見
る
か
ら
に
ゆ

か
し
い

（
揮
毫
者
）
鈴
木
葩
光
／
書
家

40

明日香村栢森
加夜奈留美命神社

うつせ
み
と
思
ひ
し
時
に
取
り
持
ち
て
我
が
二

人
見
し
走
り
出
の
堤
に
立
て
る
槻
の
木
の
こ
ち

ご
ち
の
枝
の
春
の
葉
の
繁
き
が
ご
と
く
思へり

し
妹
に
は
あ
れ
ど
頼
め
り
し
児
ら
に
は
あ
れ
ど

世
の
中
を
背
き
し
得
ね
ば
か
ぎ
ろ
ひ
の
燃
ゆ
る

荒
野
に
白
妙
の
天
領
巾
隠
り
鳥
じ
も
の
朝
立
ち

いま
し
て
入
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
我
妹
子
が

形
見
に
置
け
る
み
ど
り
子
の
乞
ひ
泣
く
ご
と
に

取
り
与
ふ
る
物
し
な
け
れ
ば
男
じ
も
の
わ
き
挟

み
持
ち
我
妹
子
と
二
人
我
が
宿
し
枕
づく
つま

屋
の
内
に
昼
は
も
う
ら
さ
び
暮
ら
し
夜
は
も
息

づき
明
か
し
嘆
け
ど
も
せ
む
す
べ知
ら
に
恋
ふ

れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
を
な
み
大
鳥
の
羽
易
の
山
に

我
が
恋
ふ
る
妹
は
いま
す
と
人
の
言へば
岩
根

さ
く
み
て
な
づみ
来
し
良
け
く
も
そ
な
き
うつ

せ
み
と
思
ひ
し
妹
が
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
だ
に

も
見
え
な
く
思へば

柿
本
人
麻
呂
（
巻
二
・
二
一
〇
）

（
大
意
）
こ
の
世
の
人
だ
と
思
っ
て
い
た
時
に
、
手
に
取
り
持
っ

て
二
人
で
眺
め
た
走
り
出
の
堤
に
立
っ
て
い
る
槻
の

木
の
あ
ち
こ
ち
の
枝
の
春
の
葉
の
茂
っ
て
い
る
よ
う

に
若
い
と
思
っ
て
い
た
妻
で
あ
る
が
、
頼
り
に
し
て

い
た
女
で
あ
る
が
世
間
の
道
理
に
背
く
こ
と
も
で
き

な
い
の
で
、
陽
炎
の
も
え
る
荒
れ
野
に
真
っ
白
な
天

人
の
領
巾
に
包
ま
れ
、
鳥
で
も
な
い
の
に
朝
家
を
出

て
隠
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
妻
が
形
見
に
残
し
た
幼

子
が
物
を
せ
が
ん
で
泣
く
た
び
に
取
り
与
え
る
物
も

な
い
の
で
、
男
の
く
せ
に
脇
に
挟
ん
で
抱
き
亡
き
妻

と
二
人
で
寝
た
離
れ
家
の
中
で
昼
は
し
ょ
ん
ぼ
り
暮

し
、
夜
は
た
め
息
ば
か
り
つ
い
て
明
か
し
嘆
い
て
も
、

ど
う
し
て
よ
い
か
分
ら
ず
恋
い
慕
っ
て
も
逢
え
る
わ

け
で
も
な
い
の
で
、
羽
易
の
山
中
に
わ
た
し
が
恋
い

慕
う
妻
が
い
る
と
言
う
人
が
あ
っ
た
の
で
、
岩
を
押

し
分
け
て
無
理
を
し
て
や
っ
て
来
た
が
そ
の
甲
斐
も

な
い
で
は
な
い
か
、
こ
の
世
の
人
だ
と
思
っ
て
い
た

妻
が
ほ
の
か
に
さ
え
も
見
え
な
い
こ
と
を
思
う
と

（
揮
毫
者
）
坂
本
信
幸
／
国
文
学
者

28

明日香村橘
橘寺（西側）裏参道沿い

橿原神宮
橿原公苑

鷺栖神社 藤原京跡

別所池

藤原京朱雀大路跡

法然寺

天岩戸神社

大官大寺跡

万葉の森

牟佐坐神社

本明寺（石川精舎跡）

（大原神社）

益田岩船

（石川池）

本薬師寺跡

犬養万葉記念館

御池
不動の滝

馬立伊勢部田中神社

和田廃寺

春日神社

法輪寺（軽寺跡）
八釣マキト古墳

国営飛鳥歴史公園館

高松塚壁画館
高松塚古墳

石舞台古墳

石舞台古墳

玉藻橋

玉藻橋

橘寺・二面石

川原寺跡
弘福寺

亀石

鬼のまないた

鬼のせっちん

欽明天皇陵

四神の館

キトラ古墳

飛鳥宮跡
（伝飛鳥板蓋宮跡）

藤原鎌足生誕地

飛鳥寺

蘇我入鹿首塚

飛鳥水落遺跡

飛鳥坐神社

岡寺

万葉文化館

万葉文化館

酒船石

甘樫丘東麓遺跡

飛鳥川の飛び石

朝風峠

稲渕棚田

岩屋山古墳

吉備姫王墓（猿石）

酒船石

奈良文化財研究所
飛鳥資料館

畝傍御陵前駅

橿原神宮前駅

岡寺駅

飛鳥駅

飛鳥駅

壺阪山駅
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明日香村の万葉歌碑を歩く



明
日
香
川
明
日
も
渡
ら
む
石
橋
の

遠
き
心
は
思
ほ
え
ぬ
か
も

作
者
未
詳
（
巻
十
一
・
二
七
〇
一
）

（
大
意
）
明
日
香
川
を
明
日
に
も
渡

ろ
う
、（
石
橋
の
）
遠
い
先

の
見
通
し
な
ど
思
い
も
よ

ら
な
い

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

38

明日香村稲渕
飛石（石橋）

明
日
香
川
七
瀬
の
淀
に
住
む
鳥
も

心
あ
れ
こ
そ
波
立
て
ざ
ら
め

作
者
未
詳
（
巻
七
・
一
三
六
六
）

（
大
意
）
明
日
香
川
の
多
く
の
瀬
ご
と

に
で
き
た
淀
み
に
住
ん
で
い

る
鳥
も
、
深
く
思
う
が
ゆ
え

に
波
を
立
て
な
い
の
で
あ
ろ

う

37

明日香村祝戸
飛鳥稲淵宮殿跡

御
食
向
か
ふ
南
淵
山
の
巌
に
は

降
り
し
は
だ
れ
か
消
え
残
り
た
る

柿
本
人
麻
呂
歌
集
（
巻
九
・
一
七
〇
九
）

（
大
意
）（
御
食
向
か
ふ
）
南
淵
山
の

巌
に
は
、
降
っ
た
薄
雪
が
消

え
残
っ
て
い
る

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

36

明日香村阪田
坂田寺跡

明
日
香
川
瀬
瀬
に
玉
藻
は
生
ひ
た
れ
ど

し
が
ら
み
あ
れ
ば
靡
き
あ
は
な
く
に

作
者
未
詳
（
巻
七
・
一
三
八
〇
）

（
大
意
）
明
日
香
川
の
瀬
ご
と
に
玉

藻
は
生
え
て
い
る
が
、
邪

魔
な
し
が
ら
み
が
あ
る
の

で
な
び
き
寄
る
こ
と
も
で

き
な
い

35

明日香村祝戸
玉藻橋畔

古
に
恋
ふ
ら
む
鳥
は
霍
公
鳥

け
だ
し
や
鳴
き
し
わ
が
念
へ
る
如

額
田
王
（
巻
二
・
一一
二
）

（
大
意
）
亡
き
人
を
慕
う
と
い
う
鳥
と
は
ほ
と
と

ぎ
す
で
す
。
お
そ
ら
く
鳴
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
、
わ
た
し
が
お
慕
い
し
て
い
る

よ
う
に

30

明日香村野口
脇本宅裏山頂上（敷地は個人所有）

御
食
向
か
ふ
南
淵
山
の
巌
に
は

降
り
し
は
だ
れ
か
消
え
残
り
た
る

柿
本
人
麻
呂
歌
集
（
巻
九
・
一
七
〇
九
）

（
大
意
）（
御
食
向
か
ふ
）
南
淵
山
の

巌
に
は
、
降
っ
た
薄
雪
が
消

え
残
っ
て
い
る

（
揮
毫
者
）
辰
巳
利
文
／
国
文
学
者

34

明日香村島庄
石舞台古墳前休憩所横

嶋
の
宮
上
の
池
な
る
放
ち
鳥

荒
び
な
行
き
そ
君
い
ま
さ
ず
と
も

草
壁
皇
子
の
宮
の
舎
人
（
巻
二
・
一
七
二
）

（
大
意
）
嶋
の
宮
の
上
の
池
に
い
る

放
ち
鳥
よ
、
心
す
さ
ぶ
な
、

皇
子
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く

て
も

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

33

明日香村島庄
岡寺参道から飛鳥周遊歩道 島庄を見下ろせる丘

さ
檜
隈
檜
隈
川
の
瀬
を
速
み

君
が
手
取
ら
ば
言
寄
せ
む
か
も

作
者
未
詳
（
巻
七
・
一一
〇
九
）

（
大
意
）
檜
隈
川
の
瀬
が
速
い
の
で
、

あ
な
た
の
手
を
取
っ
た
な
ら

噂
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

32

明日香村下平田
飛鳥周遊歩道 下平田休憩園地

立
ちて
思
ひ
居
て
も
そ
念
ふ
く
れ
な
ゐの

赤
裳
裾
引
き
去
に
し
姿
を

作
者
未
詳
（
巻
十
一
・
二
五
五
〇
）

（
大
意
）
立
っ
て
は
思
い
座
っ
て
も
思

う
、
紅
の
赤
裳
の
裾
を
引

い
て
去
っ
て
い
っ
た
あ
の
人

の
姿
を

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

31

明日香村上平田
高松塚前の小丘

銀
も
金
も
玉
も
な
に
せ
む
に

ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も

山
上
憶
良
（
巻
五
・
八
〇
三
）

（
大
意
）
銀
も
金
も
珠
玉
も
、
ど
う
し
て
優
れ

た
宝
と
い
え
よ
う
、
子
に
ま
さ
ろ
う

か

（
揮
毫
者
）
境
山
正
甫
／
学
校
長

29

明日香村橘
明日香小学校中庭

橘
の
寺
の
長
屋
に
吾
率
宿
し

童
女
放
髪
は
髪
あ
げ
つ
ら
む
か

作
者
未
詳
（
巻
十
六
・
三
八
二
二
）

（
大
意
）
橘
の
寺
の
長
屋
に
わ
た
し
が
連
れ
込

ん
で
寝
た
童
女
放
り
は
、
も
う
髪
を

結
い
上
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か

（
揮
毫
者
）
鈴
木
葩
光
／
書
家

27

明日香村橘
橘寺境内（収蔵庫横）

世
間
の
繁
き
仮
廬
に
住
み
住
み
て

至
ら
む
国
の
た
づ
き
知
ら
ず
も

作
者
未
詳
（
巻
十
六
・
三
八
五
〇
）

（
大
意
）
世
の
中
と
い
う
煩
わ
し
い

こ
と
が
多
い
仮
の
住
み
か

に
住
み
続
け
、
死
後
に
行

き
着
く
浄
土
の
様
子
は
わ

か
ら
な
い

26

明日香村川原
川原寺前道路南側

明
日
香
川
瀬
の々玉
藻
の
う
ち
な
び
き

情
は
妹
に
寄
りに
け
る
かも

作
者
未
詳
（
巻
十
三
・
三
二
六
七
）

（
大
意
）
明
日
香
川
の
瀬
々
の
玉
藻

が
う
ち
な
び
く
よ
う
に
、

心
は
あ
の
娘
に
な
び
き
寄
っ

て
し
ま
っ
た

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

25

明日香村橘
南都銀行から西へ飛鳥川沿い周遊歩道を約50m

山
吹
の
立
ち
よ
そ
い
た
る
山
清
水

汲
み
に
行
かめ
ど
道
の知
ら
な
く

高
市
皇
子
（
巻
二
・
一
五
八
）

（
大
意
）
山
吹
が
咲
い
て
い
る
山
の

清
水
を
汲
み
に
行
き
た
い

が
、
そ
こ
へ
行
く
道
が
分
か

ら
な
い

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

24

明日香村岡
犬養万葉記念館 中庭

采
女
の
袖
吹
き
返
す
明
日
香
風

京
を
遠
み
い
た
づ
ら
に
吹
く

志
貴
皇
子
（
巻
一
・
五
一
）

（
大
意
）
采
女
の
袖
を
吹
き
返
し
た

明
日
香
風
は
、
都
が
遠
く

な
っ
た
の
で
、
た
だ
空
し
く

吹
い
て
い
る

（
揮
毫
者
）
平
山
郁
夫
／
画
家

23

明日香村岡
飛鳥宮跡（伝飛鳥板蓋宮跡）

大
口の
真
神
の
原
に
降
る
雪
は

い
た
く
な
降
り
そ
家
も
あ
ら
な
くに

舎
人
娘
子
（
巻
八
・
一
六
三
六
）

（
大
意
）（
大
口
の
）真
神
の
原
に
降

る
雪
は
、
ひ
ど
く
降
ら
な

い
で
ほ
し
い
。
そ
の
辺
り
に

家
も
な
い
の
で

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

22

明日香村飛鳥
奈良県立万葉文化館 あすかむ南西の広場

八
釣
川
水
底
絶
え
ず
行
く
水
の

続
ぎ
て
そ
恋
ふ
る
こ
の
年
頃
を

柿
本
人
麻
呂
歌
集
（
巻
十
二
・
二
八
六
〇
）

（
大
意
）
八
釣
川
の
水
底
絶
え
ず
流

れ
て
行
く
水
の
よ
う
に
絶

え
ず
恋
慕
う
こ
と
よ
、
こ

の
幾
年
も

（
揮
毫
者
）
里
中
満
智
子
／
漫
画
家

21

明日香村飛鳥
奈良県立万葉文化館 駐車場

君
を
待つ
松
浦
の
浦
の
娘
子
ら
は

常
世
の
国
の
天
娘
子
か
も

吉
田
連
宜
（
巻
五
・
八
六
五
）

（
大
意
）
君
を
待
つ
ま
つ
ら
の
浦
の
娘

た
ち
は
、
常
世
の
国
の
漁

夫
の
娘
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か

（
揮
毫
者
）
松
塚
玲
糸
／
書
家

20

明日香村飛鳥
奈良県立万葉文化館前庭

春
日
な
る
三
笠
の山
に
月
の
船
出づ

遊
士の
飲
む
酒
坏
に
影
に
見
えつつ

作
者
未
詳
（
巻
七
・
一
二
九
五
）

（
大
意
）
春
日
の
三
笠
の
山
に
月
の

船
が
出
て
い
る
。
風
流
士

が
飲
む
酒
杯
に
そ
の
影
を

映
し
て

（
揮
毫
者
）
甫
田
鵄
川
／
書
家

19

明日香村飛鳥
奈良県立万葉文化館前庭

皆
人
の
命
も
わ
れ
も
み
吉
野
の

滝
の
常
磐
の
常
な
ら
ぬ
か
も

笠
金
村
（
巻
六
・
九
二
二
）

（
大
意
）
皆
の
人
の
命
も
わ
た
し
の

命
も
、
み
吉
野
の
滝
の
大

岩
の
よ
う
に
、
永
久
に
変

わ
ら
ず
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の

だ

18

明日香村飛鳥
奈良県立万葉文化館前庭

ふ
さ
た
を
り
多
武の
山
霧
し
げみかも

細
川の
瀬
に
な
みの
騒
け
る

柿
本
人
麻
呂
（
巻
九
・
一
七
〇
四
）

（
大
意
）
多
武
の
山
霧
が
深
い
か
ら

で
し
ょ
う
か
、
細
川
の
瀬
に

波
が
騒
い
で
お
り
ま
す

（
揮
毫
者
）
吉
川
美
恵
子

17

明日香村飛鳥
奈良県立万葉文化館前庭

片
岡
の
こ
の
向
つ
峰
に
椎
蒔
か
ば

今
年
の
夏
の
蔭
に
比
疑へ
む

作
者
未
詳
（
巻
七
・
一
〇
九
九
）

（
大
意
）
片
岡
山
の
こ
の
向
こ
う
の

丘
に
椎
の
実
を
蒔
い
た
ら
、

今
年
の
夏
の
日
陰
に
な
る

だ
ろ
う
か

（
揮
毫
者
）
今
井
凌
雪
／
書
家

16

明日香村飛鳥
奈良県立万葉文化館前庭

天
橋
も
長
く
も
が
も
高
山
も

高
く
も
が
も
月
読
の

持
て
る
変
若
水
い
取
り
来
て

君
に
奉
り
て
変
若
し
め
む
は
も

作
者
未
詳
（
巻
十
三
・
三
二
四
五
）

（
大
意
）
天
の
梯
子
の
長
い
の
が
あ
れ
ば
よ
い
、

高
山
の
と
び
き
り
高
い
の
が
あ
れ
ば

よ
い
、
月
読
お
と
こ
の
持
っ
て
い
る

若
水
を
取
っ
て
来
て
、
君
に
捧
げ
て

若
返
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
だ

（
揮
毫
者
）
杉
岡
華
邨
／
書
家

15

明日香村飛鳥
奈良県立万葉文化館前庭

大
原
の
こ
の
市
柴
の
い
つ
し
か
と

我
が
思
ふ
妹
に
今
夜
逢
へる
か
も

志
貴
皇
子
（
巻
四
・
五
一
三
）

（
大
意
）
大
原
の
こ
の
市
柴
原
の
い

つ
に
な
っ
た
ら
逢
え
よ
う
か

と
、
わ
た
し
が
思
っ
て
い
た

あ
な
た
に
今
夜
や
っ
と
逢
え

た
よ

14

明日香村小原
万葉文化館前交差点の北西遊歩道角

わ
が
里
に
大
雪
降
れ
り
大
原
の

古
り
に
し
里
に
降
ら
ま
く
は
後

天
武
天
皇
（
巻
二
・
一
〇
三
）

（
大
意
）
わ
た
し
の
里
に
大
雪
が
降
っ
た
よ
。

あ
な
た
の
い
る
大
原
の
古
里
に
降
る

の
は
も
っ
と
後
の
こ
と
で
し
ょ
う

わ
が
岡
の
お
か
み
にい
ひ
て
降
ら
し
め
し

雪
の
摧
け
し
そ
こ
に
散
り
け
む

藤
原
夫
人
（
巻
二
・
一
〇
四
）

（
大
意
）
わ
た
し
の
い
る
岡
の
水
の
神
様
に
言

い
つ
け
て
、
降
ら
せ
た
雪
の
砕
け
た

と
ば
っ
ち
り
が
、
そ
こ
に
散
っ
た
の
で

し
ょ
う

13

明日香村小原
大原神社

斎
串
立て
神
酒
すえ
奉
る
神
主
部が

う
ずの
玉
蔭
見
れば
と
も
し
も

作
者
未
詳
（
巻
十
三
・
三
二
二
九
）

（
大
意
）
斎
串
（
い
ぐ
し
）
を
立
て

御
神
酒
を
捧
げ
ま
つ
る
神

官
た
ち
の
髪
飾
り
の
か
ず

ら
は
、
見
る
か
ら
に
ゆ
か

し
い

12

明日香村飛鳥
飛鳥坐神社 本殿下

大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
赤
駒
の

は
ら
ば
ふ
田
居
を
都
と
な
し
つ

大
伴
御
行
（
巻
十
九
・
四
二
六
〇
）

（
大
意
）
大
君
は
神
で
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
、
赤
駒
が
腹
這
う
田

を
立
派
な
都
と
な
さ
っ
た

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

11

明日香村飛鳥
飛鳥坐神社（石段上）

み
も
ろ
は
人
の
守
る
山
も
とへは

あ
し
ひ
花
さ
き
す
ゑへは
椿
花
さ
く

　
う
ら
く
は
し
山
そ
泣く
子
守
る
山

作
者
未
詳
（
巻
十
三
・
三
二
二
二
）

（
大
意
）
三
諸
は
人
が
守
っ
て
い
る
山
、

本
の
辺
り
に
は
あ
し
び
の
花
が

咲
き
、
上
の
辺
り
に
は
椿
の
花

が
咲
い
て
い
る
。
ま
こ
と
に
見

事
な
山
だ
ね
、
泣
く
子
を
守
る

よ
う
に
人
が
守
っ
て
い
る
こ
の

山
は

10

明日香村飛鳥
飛鳥坐神社 石段途中

三
諸
の
神
南
備
山
に
五
百
枝
指
し
繁
に
生
ひ
た
る

つがの
木
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
玉
葛
絶
ゆ
る
こ
と
な
く

あ
りつつも
止
ま
ず
通
は
む
明
日
香
の
古
き
京
師
は
山

高
み
河
と
ほ
し
ろ
し
春
の
日
は
山
し
見
が
ほ
し

秋
の
夜
は
河
し
清
けし
朝
雲
に
鶴
は
乱
れ
夕
霧
に
河
蝦

は
さ
わ
く
見
る
ご
と
に
哭
の
み
し
泣
かゆ
古
思
へ
ば

山
部
赤
人
（
巻
三
・
三
二
四
）

（
大
意
）
神
の
い
ま
す
神
南
備
山
に
枝
を
広
げ
隙
間
な
く
生
い
茂
っ

て
い
る
つ
が
の
木
の
名
の
よ
う
に
、つ
ぎ
つ
ぎ
に（
玉
葛
）

絶
え
る
こ
と
な
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
通
っ
て
来
た
い
、

明
日
香
の
古
い
都
は
山
は
気
高
く
川
も
雄
大
で
あ
る
、

春
の
日
は
山
が
見
事
で
秋
の
夜
は
川
音
が
す
が
す
が
し

い
、
朝
雲
に
鶴
は
乱
れ
飛
び
夕
霧
に
蛙
は
し
き
り
に
鳴

く
、
何
を
見
て
も
泣
け
て
く
る
、
当
時
の
こ
と
を
思
う

と

明
日
香
川
　
川
淀
去
ら
ず
　
立
つ
霧
の

思
ひ
過
ぐ
べき
　
恋
に
あ
ら
な
く
に

山
部
赤
人
（
巻
三
・
三
二
五
）

（
大
意
）
明
日
香
川
の
川
淀
を
離
れ
ず
立
つ
霧
の
よ
う
に
、
す

ぐ
消
え
失
せ
る
よ
う
な
わ
た
し
の
恋
で
は
な
い
の
だ

9

明日香村飛鳥
飛鳥寺境内

明
日
香
川
しがら
み
渡
し
塞
かま
せ
ば

流
る
る
水
も
のど
にかあ
ら
ま
し

柿
本
人
麻
呂
（
巻
二
・
一
九
七
）

（
大
意
）
明
日
香
川
に
し
が
ら
み
を

か
け
渡
し
て
せ
き
と
め
で

も
し
て
い
た
ら
、
流
れ
る

水
も
ゆ
っ
た
り
と
あ
っ
た
だ

ろ
う
に

8

明日香村飛鳥
飛鳥橋北東のポケットパーク

今
日
もかも
明
日
香
の
川の
夕さ
ら
ず

河
蝦
鳴
く
瀬
の
清
けく
あ
る
ら
む

上
古
麻
呂
（
巻
三
・
三
五
六
）

（
大
意
）
今
日
も
ま
た
明
日
香
川
で

は
、
夕
方
に
な
る
と
い
つ

も
カ
エ
ル
の
鳴
く
瀬
が
す

が
す
が
し
い
こ
と
だ

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

6

明日香村飛鳥
甘樫橋東詰の道路沿い

飛
ぶ
鳥
の
明
日
香
の
里
を
置
き
て
去
な
ば

君
があ
た
り
は
見
え
ず
か
も
あ
ら
む

作
者
未
詳
（
巻
一
・
七
八
）

（
大
意
）（
飛
ぶ
鳥
の
）
明
日
香
の
古

京
を
捨
て
て
行
っ
た
ら
、
あ

な
た
の
辺
り
は
見
え
な
く

な
り
は
し
ま
い
か

（
揮
毫
者
）
不
明

5

明日香村雷
雷橋から遊歩道を上流に約300m

明
日
香
川
明
日
も
渡
ら
む
石
橋
の

遠
き
心
は
思
ほ
え
ぬ
か
も

作
者
未
詳
（
巻
十
一
・
二
七
〇
一
）

（
大
意
）
明
日
香
川
を
明
日
に
も
渡

ろ
う
、（
石
橋
の
）
遠
い
先

の
見
通
し
な
ど
思
い
も
よ

ら
な
い

（
揮
毫
者
）
不
明

4

明日香村雷
甘樫丘公園前の河原に降りる階段の対岸

わ
がや
ど
に
蒔
き
し
な
でし
こ
いつしかも

花
に
咲
き
な
む
な
そへつつ
見
む

大
伴
家
持
（
巻
八
・
一
四
四
八
）

（
大
意
）
わ
が
家
の
庭
に
蒔
い
た
な
で

し
こ
は
、い
つ
に
な
っ
た
ら
花

が
咲
く
こ
と
だ
ろ
う
か
、そ

し
た
ら
あ
な
た
と
見
な
し
て

眺
め
よ
う

3

明日香村雷
雷橋から遊歩道を上流に約150m

大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
天
雲
の

雷
の
上
に
廬
り
せ
る
か
も

柿
本
人
麻
呂
（
巻
三
・
二
三
五
）

（
大
意
）
大
君
は
神
で
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
、
天
雲
の
か
か
っ
て
い

る
雷
丘
に
仮
宮
を
造
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

2

明日香村雷
雷交差点を北へ100ｍ道路沿い

いにしへの
事
は
知
ら
ぬ
を
わ
れ
見
て
も

久
し
く
な
り
ぬ
天
の
香
具
山

作
者
未
詳
（
巻
七
・
一
〇
九
六
）

（
大
意
）
神
代
の
昔
の
事
は
知
ら
な

い
が
、
私
が
見
て
か
ら
だ

け
で
も
久
し
く
な
っ
た
よ
、

天
の
香
具
山
は

（
揮
毫
者
）
清
水
公
照
／
東
大
寺
長
老

1

明日香村小山
紀寺跡・テニスコート駐車場横

采
女
の
袖
吹
き
返
す
明
日
香
風

都
を
遠
み
い
た
づ
ら
に
吹
く

志
貴
皇
子
（
巻
一
・
五
一
）

（
大
意
）
采
女
の
袖
を
吹
き
返
し
た

明
日
香
風
は
、
都
が
遠
く

な
っ
た
の
で
、
た
だ
空
し
く

吹
い
て
い
る

（
揮
毫
者
）
犬
養
孝
／
国
文
学
者

7

明日香村豊浦
甘樫丘中腹/甘樫茶屋前登口階段すぐ

万葉学者であった故犬養孝は「万葉集は机上の学問ではない、
詠われた頃の1300年前に時代背景を戻し、詠われた土地に立っ
て万葉歌を声に出して歌いましょう。万葉集は心の音楽です。」と
言われました。大阪大学萬葉旅行之会をはじめ市民講座におい
ても、犬養先生は多くの学生や一般市民とともに万葉故地を歩か
れ、万葉集が詠われた時代を思い巡り、その土地の風景・自然
現象・そこに吹く風を感じながら、皆さんとともに万葉集を唱和
されました。犬養先生が揮毫された万葉歌碑は日本全国に141基
あり、その内の15基がこの明日香村にあります。その第１号歌碑
は甘樫丘の中腹にある
「采女の　袖吹き返す　明日香風　都を遠見　いたづらに吹く」
という志貴皇子の歌です。昭和42年に建立されたこの歌碑は、甘
樫丘を開発の手から守るために建てられました。当時甘樫丘には
今のような観光案内板も万葉植物園もありませんでした。ここに
８階建てのホテルを建てるという計画が持ち上がりました。村とし
ては何とかしてこれを阻止したいと考え、犬養先生に万葉歌碑を
建てるための揮毫をお願いしました。しかし犬養先生は、自分が
書いた文字が人の目に触れるところに立つのは嫌だとおっしゃい
ました。当時の大阪大学の教え子たちが、「犬養先生の還暦のお
祝いということで、私たちに任せてください」とお願いしたところ、
犬養先生はしぶしぶ歌を揮毫されました。そして万葉歌碑が建立
されたとたん、甘樫丘のホテルの建設計画はなくなりました。当
時全国各地で、故地や豊かな自然をどうすれば開発の手から守れ
ばいいのか、手をこまねいていたところ、明日香村では犬養先生
が揮毫された万葉歌碑が、開発の防波堤となったという話が伝わ
り、全国から犬養先生のもとに依頼が入ってきました。犬養先生
は、そういうことだったら協力しましょうということで、揮毫されて
いった結果、121基という数に至ったわけです。犬養先生が亡く
なられてからも20基が建立され、現在141基になっています。
どうぞ皆さん万葉歌碑をめぐる際は、その歌碑がある場所と歌

の関係、作者がどういう気持ちであったのか、社会情勢・季節・
時間・気象など当時に思いをはせながら、声に出して歌ってみて
ください。時代こそ異なりますが、万葉集が今の私たちと変わら
ない気持ちであることがわかってくると思います。この万葉歌碑の
ご案内が、日本国家創世の地「明日香」において、万葉時代を
楽しんでいただくきっかけになれば幸いです。

犬養万葉記念館 山吹

明日香村の
万葉歌碑を歩く
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