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新元号は「令和」
　　万葉集にふれあおう！
新元号は「令和」
　　万葉集にふれあおう！

この度、宇陀市にちなみ、市内に設置された 18
首 16 か所の万葉歌碑を紹介したリーフレット
を作成しました。

このリーフレットでは、各歌碑の地図や写真、
詠まれた歌やその簡単な内容を紹介しています。

市役所商工観光課をはじめ、道の駅、観光案内
所「うだ観所」などに設置しています。

また、市ホームページの特設サイト「うだ記紀・
万葉」でも同じ内容を紹介しています。

ぜひご覧ください。

宇陀市内の万葉歌碑

う
か
ね
ら
ふ

　跡
見
山
雪
の

い
ち
し
ろ
く

恋
ひ
ば
妹
が
名

　人
知
ら
む
か
も

跡
見
山
の
雪
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
一
目
に

つ
く
よ
う
に
恋
の
態
度
を
示
し
た
ら
恋
人
の

名
を
人
々
が
知
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か

 

（
作
者
未
詳
）

榛原萩原
鳥見山公園

（巻10-2346）

池
上
乃

力
士
舞
か
も

　し
ら
さ
ぎ
の

桙
啄
ひ
も
ち
て

　飛
び
わ
た
る
ら
む

池
の
神
の
伎
楽
の
力
士
を
舞
う
の
で
あ
ろ
う

か
、
白
鷺
が
桙
を
く
わ
え
て
飛
び
渡
っ
て
い

る
の
は

 

（
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
）

榛原池上 蓮昇寺
（巻16-3831）

東
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

⑪
と
同
じ
歌

 

（
柿
本
人
麻
呂
）

人麻呂公園
（像の台座）
（巻1-48）

阿
騎
の
野
に

宿
る
旅
人

　う
ち
靡
き

寐
も
寝
ら
め
や
も

　い
に
し
へ
思
ふ
に

阿
騎
の
野
に
旅
寝
を
す
る
人
々
は
、
の
び
の

び
と
横
に
な
っ
て
眠
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
い
や
誰
も
眠
る
に
も
寝
ら
れ
や
し
な
い
、

草
壁
皇
子
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
昔
の
事
が
い

ろ
い
ろ
思
い
出
さ
れ
て

 

（
柿
本
人
麻
呂
）

大宇陀迫間
阿紀神社
（巻1-46）

ま
草
刈
る

荒
野
に
は
あ
れ
ど

　黄
葉
の

過
ぎ
に
し
君
が

　形
見
と
ぞ
来
し

草
を
刈
る
荒
野
で
は
あ
る
が
、
黄
葉
の
散
る

ご
と
く
亡
く
な
ら
れ
た
草
壁
皇
子
の
形
見
の

地
で
あ
る
と
思
っ
て
や
っ
て
き
た

 

（
柿
本
人
麻
呂
）

大宇陀上新
神楽岡神社
（巻1-47）

や
す
み
し
し 

我
が
大
王 

高
照
ら
す 

わ
が
日
の
御
子
の 

馬
並
め
て 

み
獵

立
た
せ
る 

弱
薦
を 

獵
路
の
小
野
に 

猪
鹿
こ
そ
ば 

い
匍
ひ
拜
め 

鶉
こ
そ 

い
匍
ひ
廻
ほ
れ 

猪
鹿
じ
も
の 

い
匍
ひ
拝
み 

鶉
な
す 

い
匍
ひ
廻
ほ
り 

恐

み
と 

仕
へ
奉
り
て 

ひ
さ
か
た
の 

天
見
る
ご
と
く 

眞
澄
鏡
仰
ぎ
て
見
れ

ど 

春
草
の 

い
や
め
づ
ら
し
き 

わ
ご
大
王
か
も 

　反
歌
一
首

ひ
さ
か
た
の
天
行
く
月
を
網
に
刺
し
わ
ご
大
王
は
盖
に
せ
り 

日
の
神
の
末
で
あ
る
わ
が
仕
え
奉
る
皇
子
が
、
人
々
と
馬
を
並
べ
て
、
み

狩
を
遊
ば
す
、
こ
こ
猟
路
の
野
で
は
、
鹿
は
皇
子
の
尊
さ
に
這
（
ほ
）
う

て
拝
み
奉
り
、
鶉
は
這
う
た
ま
ま
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
。
我
々
も
そ
の
鹿

の
よ
う
に
、
這
う
て
は
拝
み
、
鶉
の
よ
う
に
、
お
仕
え
申
し
上
げ
て
、
あ

た
か
も
、
天
を
見
る
よ
う
に
、
仰
ぎ
見
奉
る
け
れ
ど
も
、
何
時
も
結
構
に

拝
さ
れ
る
わ
が
仕
え
る
皇
子
の
御
立
派
さ
だ

わ
が
仕
え
ま
つ
る
皇
子
の
ご
威
光
は
、
盛
ん
な
も
の
だ
。
空
を
渡
る
月
を

ば
、
網
で
通
し
て
お
側
の
人
に
引
か
せ
な
が
ら
、
翳
（
さ
し
ば
）
に
し
て

網
で
通
し
て
入
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
だ 

（
柿
本
人
麻
呂
）

大
王
は

　神
に
し
ま
せ
ば

真
木
の
立
つ

荒
山
中
に

　海
を
成
す
か
も

わ
が
大
王
（
長
皇
子
）
は
神
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
ら
眞
木
（
杉
や
桧
）
の
立
っ
て
い
る
人

気
の
な
い
山
の
中
で
も
海
（
猟
路
の
池
）
を

お
造
り
に
な
る
こ
と
よ

 

（
作
者
未
詳
）

榛原西小学校
碑表 / 碑陰
（巻3-241）

（巻3-239・240）

や
す
み
し
し

　我
が
大
君

　高
照
ら
す

　日
の
御

子

　神
な
が
ら

　神
さ
び
せ
す
と

　太
敷
か
す

　

都
を
置
き
て

　こ
も
り
く
の

　泊
瀬
の
山
は

　真

木
立
つ

　荒
山
道
を

　岩
が
根

　禁
樹
押
し
な
べ

坂
鳥
の

　朝
越
え
ま
し
て

　玉
か
ぎ
る

　夕
さ
り

来
れ
ば

　み
雪
降
る

　安
騎
の
大
野
に

　旗
す
す

き

　小
竹
を
押
し
な
べ

　草
枕

　旅
宿
り
せ
す

　

古
思
ひ
てわ

が
大
君
（
草
壁
皇
子
）
の
皇
子
で
あ
る
軽

皇
子
は
、
神
に
ふ
さ
わ
し
く
ふ
る
ま
わ
れ
る

と
て
、
都
を
あ
と
に
し
て
、
泊
瀬
の
山
は
真

木
の
茂
り
立
つ
荒
々
し
い
山
道
を
、
岩
さ
え

ぎ
る
木
々
を
押
し
伏
せ
、
坂
鳥
の
よ
う
に
朝

お
越
え
に
な
っ
て
、
夕
方
の
な
る
と
、
み
雪

降
る
安
騎
の
大
野
に
、
旗
の
よ
う
に
靡
く
す

す
き
や
小
竹
を
押
し
伏
せ
て
。
旅
寝
を
な
さ

る
。
　い
に
し
え
を
を
偲
ん
で （
柿
本
人
麻
呂
）

大宇陀迫間
かぎろひの丘

（巻1-45）（巻1-48）

宇
陀
の
野
の

秋
萩
し
の
ぎ

　鳴
く
鹿
も

妻
に
戀
ふ
ら
く

　我
に
は
ま
さ
じ

宇
陀
の
野
の
秋
萩
を
押
し
分
け
て
鳴

く
鹿
も
妻
を
恋
し
く
思
う
こ
と
で
は

私
よ
り
勝
り
は
し
な
い
だ
ろ
う

 

（
丹
比
真
人
）

榛原あかね台 わかくさ公園
（巻8-1609）

日
並
の

皇
子
の
命
の

　馬
並
め
て

み
狩
立
た
し
し

　時
は
来
向
ふ

亡
く
な
ら
れ
た
草
壁
皇
子
が
馬
を
並

べ
て
御
狩
に
お
出
か
け
に
な
っ
た
時

刻
が
今
迫
っ
て
来
る

 

（
柿
本
人
麻
呂
）

大宇陀 地域事務所
（巻1-49）

大
和
の

　宇
陀
の
真
埴
の

さ
丹
付
か
ば

そ
こ
も
か
人
の

　我
を
言
な
さ
む

⑥
と
同
じ
歌

 

（
作
者
未
詳
）

県畜産試験場
（巻7-1376）

君
家
爾
吾
住
坂
乃
家
道

毛
吾
者
不
忘
命
不
者

③
と
同
じ
歌

 

（
柿
本
人
麻
呂
の
妻
）

東
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

東
の
野
に
陽
光
が
上
が
り
、
振
り
返

れ
ば
月
が
西
に
沈
ん
で
い
く

 

（
柿
本
人
麻
呂
）

墨坂神社
（巻4-504）

君
が
家
に

吾
住
坂
の

　家
道
を
も

吾
は
忘
れ
じ

　命
死
な
ず
は

住
坂
の
家
道
も
（
あ
な
た
の
こ
と
も
）

私
は
忘
れ
ま
い
、
生
き
て
い
る
限
り

は

 

（
柿
本
人
麻
呂
の
妻
）

榛原小学校 前の道沿い
（巻4-504）

あ
し
ひ
き
の

　山
谷
越
え
て

野
づ
か
さ
に

今
は
鳴
く
ら
む

　鶯
乃
聲

山
や
谷
を
越
え
て
来
て
野
の
小
高
い

所
で
今
ご
ろ
は
鳴
い
て
い
る
ん
だ
ろ

う
、
鶯
の
声
よ

 

（
山
部
赤
人
）

榛原山辺三 山部赤人墓
（巻17-3915）

倭
の
宇
陀
の

　真
赤
土
の

さ
丹
着
か
ば

そ
こ
も
か
人
の

　吾
を
言
な
さ
む

大
和
の
宇
陀
の
真
赤
土
の
赤
い
色
が

着
物
に
つ
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と

で
人
た
ち
が
私
の
こ
と
人
が
あ
れ
こ

れ
と
噂
を
立
て
る
だ
ろ
う
か

 

（
作
者
未
詳
）

榛原赤埴 赤埴甲公民館
（巻7-1376）

さ
を
鹿
の

　き
た
ち
な
く
野
の

秋
は
ぎ
ハ

　つ
ゆ
霜
お
ひ
て

散
り
に
し
も
の
を

雄
鹿
が
来
て
た
た
ず
ん
で
鳴
く
野
の

秋
萩
は
、
露
霜
を
か
ぶ
っ
て
散
っ
て

し
ま
っ
た

 

（
文
忌
寸
馬
養
）

榛原八滝 文祢麻呂墓
（巻8-1580）

遠
つ
人

猟
路
の
池
に

　棲
む
鳥
の

立
ち
て
も
居
て
も

　君
を
し
ぞ
思
ふ

遠
来
の
客
で
あ
る
と
い
う
雁
の
名
に

ゆ
か
り
を
も
つ
、
猟
路
の
池
に
住
む

鳥
の
よ
う
に
立
っ
て
も
座
っ
て
も
し

き
り
に
あ
な
た
を
思
い
続
け
て
い
ま

す 

（
作
者
未
詳
）

榛原篠楽 極楽寺
（巻12-3089）

その他の万葉歌（巻2-191）
　　けころもを　春冬設けて　幸しし
　　宇陀の大野は　思ほえむかも

春や冬に狩りの用意して皇子にお供して行った宇陀の大野を
思い出さずにはいられません・・・。（皇子尊の宮の舎人ら）

か
り

わ
か
こ
も

あ
め

あ
ま

き
ぬ
が
さ ま

そ
か
が
み

も
と

か
し
こ

し
し

お
ろ
が

こ
え

ま

は

に

ほ
こ

く

な
び
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問商工観光課（☎82・2457／ IP ☎ 88・9081）

勝負服を着た
「天平やっぴー」も
ヨロシク♪

▲冊子「宇陀の記紀万葉」
（宇陀市観光連盟発行）
  1 冊 200 円商工観光課
  観光案内所で販売中

うだ記紀・万葉

それぞれの歌碑は
こんな感じで紹介
されているよ！


