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す
る
も
の
で
す
。
他
に
は
、「
末
永
く
伝

え
ら
れ
る
べ
き
歌
集
」と
す
る
説
、葉
を

そ
の
ま
ま
木
の
葉
と
解
し
て「
木
の
葉

を
も
っ
て
歌
に
た
と
え
た
」と
す
る
説

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

成
立
は
７
５
９
年
以
後
と
見
ら
れ
て

い
ま
す
が
、詳
細
は
判
っ
て
お
ら
ず
、古

来
種
々
の
説
が
あ
り
ま
す
。
各
巻
そ
れ

ぞ
れ
に
編
者
が
異
な
っ
て
い
て
、家
持

の
手
に
よ
っ
て
20
巻
に
ま
と
め
ら
れ
た

と
す
る
説
が
有
力
で
す
。

　

歌
の
種
類
は
内
容
上
、
次
の
三
つ
に

分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

☆
恋
の
歌　
〔
相
聞
歌（
そ
う
も
ん
か
）〕

☆
哀
悼
の
歌　
〔
挽
歌（
ば
ん
か
）〕

　

 

棺
を
曳
く
時
の
歌
。死
者
を
悼
み
、哀

傷
す
る
歌
。

☆
左
記
二
項
以
外
の
歌

恋
し
く
っ
て
恋
し
く
っ
て
…
…

や
っ
と
逢
え
た

い
ま
だ
け
は

ど
う
か
や
さ
し
い
言
葉
を
か
け
て
…
…

い
つ
ま
で
も
と
思
っ
て
い
る
の
な
ら̶

̶
そ
れ
は
ま
さ
に
一
瞬
の
光̶

̶

昨
日

そ
れ
も
夕
方

逢
っ
た
ば
か
り
な
の
に

今
朝
に
は
も
う

恋
し
く
思
っ
て
い
る

そ
ん
な
わ
た
し
で
イ
イ
ノ
カ
ナ
…
…

万葉集
MANYO-SYU

小さな恋の万葉集

上野誠＝著　佐藤秀明＝写真
小学館¥1,400

右の「おしゃべり言葉」
訳は、以下の本からの
抜粋。上野氏は、歌が
伝えようとしている心
を、現代人の心に感覚
的に伝わる様、意訳・誇
張・補足を大胆に行っ
ています。古典と現代
のコラボレーションを
味わってみてはいかが
でしょう？

　

「
万
葉
集
」は
、
７
世
紀
前
半
か
ら
８

世
紀
後
半
頃
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
、

日
本
に
現
存
す
る
最
古
の
歌
集
で
す
。

　

天
皇
、貴
族
か
ら
下
級
官
人
、農
民
ら

様
々
な
身
分
の
人
間
が
詠
ん
だ
歌
が
、

４
５
１
６
首
も
集
め
ら
れ
た
全
20
巻
か

ら
な
る
歌
集
で
す
。

　

「
万
葉
集
」
に
は
、
５
１
４
名（
男
性

４
０
０
名・女
性
１
１
４
名
）の
歌
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
数

字
は
作
者
未
詳
歌
を
含
ん
で
お
ら
ず

（
作
者
未
詳
歌
は
２
１
０
３
首
）、
作
者

未
詳
歌
を
一
人
一
首
で
計
算
す
る
な
ら

ば
、
全
部
で
２
６
１
７
名
の
歌
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

書
名
の
由
来
は
幾
つ
か
の
説
が
提
唱

さ
れ
て
い
ま
す
が
、ひ
と
つ
は「
万
の
言

の
葉
」を
集
め
た
と
す
る
説
。「
多
く
の

言
の
葉
＝
歌
を
集
め
た
も
の
」
と
解
釈

日
本
最
古
の
現
存
歌
集

歌
に
つ
い
て

　

実
は
右
の
詩
、
こ
れ
は
万
葉
集

の
中
の
恋
の
歌
を「
お
し
ゃ
べ
り

言
葉
」に
し
た
も
の
。「
万
葉
集
」や

「
和
歌
」
…
と
聞
く
と
、敬
遠
し
て

し
ま
い
そ
う
に
な
り
ま
す
が
、
今

も
昔
も
変
わ
ら
な
い「
恋
す
る
気

持
ち
」「
自
然
を
愛
で
る
気
持
ち
」

「
愛
す
る
人
の
死
を
悼
む
気
持
ち
」

「
社
会
の
し
が
ら
み
に
悩
む
思
い
」

…
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
難

し
い
う
ん
ち
く
は
抜
き
に
し
て
、

肩
の
力
を
抜
い
て
万
葉
集
を
楽
し

ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

特集：知性と教養を深めよう✿✿
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〔
雑
歌（
ぞ
う
か
）〕

　

 
公
の
性
質
を
持
っ
た
宮
廷
関
係
の

歌
、旅
で
詠
ん
だ
歌
、自
然
や
四
季
を

め
で
た
歌
な
ど
。

　　

歌
体
は
主
に
次
の
三
つ
で
す
。

○
短
歌
ー
五
七
五
七
七

　

「
万
葉
集
」の
九
割
を
占
め
る
歌
体

○
長
歌
ー
五
七
五
七
…
五
七
七

　

 

最
初
の
五
七
を
２
回
以
上
繰
り
返

し
、
最
後
を
五
七
七
で
締
め
く
く
る

の
が
基
本
で
、
十
数
句
か
ら
二
十
数

句
の
も
の
が
多
い
。
長
歌
の
後
ろ
に

別
に
添
え
る
短
歌
の
こ
と
を「
反
歌
」

と
呼
ぶ
。

○
旋
頭
歌
ー
五
七
七
五
七
七

　

歌
を
作
っ
た
時
期
に
よ
り
、「
万
葉

集
」は
４
期
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す（
左

記
年
表
参
照
）。

　

歌
の
作
者
層
を
見
て
み
る
と
、
皇
族

や
貴
族
か
ら
中
・
下
級
官
人
な
ど
に
波

及
し
て
い
き
、
作
者
不
明
の
歌
は
下
級

官
人
や
庶
民
の
歌
と
見
ら
れ
、
庶
民
に

ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
さ

ら
に
、地
域
的
に
は
、宮
廷
周
辺
か
ら
京

や
畿
内
、
東
国
と
い
う
ふ
う
に
範
囲
が

時
代
と
共
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
万
葉
集
」
を
最
終
的
に
ま
と
め
た

人
物
と
さ
れ
て
い
る
大
伴
家
持
。
実
は

家
持
は
、万
葉
集
の
中
で
最
も
多
く
の

歌
を
残
し
て
い
る
人
物
で
も
あ
る
の
で

す
。全
20
巻
４
５
１
６
首
の
う
ち
、作
者

の
判
明
し
て
い
る
歌
で
カ
ウ
ン
ト
す
る

と
、

　

【
ベ
ス
ト
５
】

　
　

１
位　

大
伴
家
持（
４
７
３
首
）

　
　

２
位　

柿
本
人
麻
呂（
９
１
首
）

　
　

３
位　

大
伴
坂
上
郎
女（
８
４
首
）

　
　

４
位　

山
上
憶
良（
７
６
首
）

　
　

５
位　

大
伴
旅
人（
７
１
首
）

と
な
っ
て
お
り
、
家
持
は
圧
倒
的
な
数

の
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
家

持
が
詠
ん
だ
歌
の
４
７
３
首
の
う
ち
、

越
中
の
地
で
詠
ん
だ
も
の
は
な
ん
と

２
２
０
首
余
り
も
あ
り
ま
す
。

　

柿
本
人
麻
呂
は
、
和
歌
の
世
界
で
一

世
風
靡
し
た
天
才
歌
人
で「
歌
聖
」と
称

え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
生
涯

は
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
大
伴
坂
上

郎
女
は
、
家
持
の
叔
母
に
当
た
る
人
物

で
家
持
の
才
能
を
開
花
さ
せ
た
女
流
歌

人
で
す
。恋
多
き
女
性
で
、恋
愛
の
歌
を

多
く
詠
ん
だ
こ
と
で
有
名
で
す
。
山
上

憶
良
は
、貧
困
や
生
老
病
死
、愛
別
離
苦

と
い
っ
た
社
会
や
人
生
を
真
正
面
か
ら

取
り
上
げ
た
歌
風
が
特
徴
で
す
。
大
伴

旅
人
は
家
持
の
父
で
、
和
歌
や
漢
文
学

に
優
れ
、
ま
た
政
界
に
お
い
て
も
順
調

に
昇
進
を
重
ね
た
エ
リ
ー
ト
で
す
。

最
も
多
く
の
歌
を
残
し
た
家
持

時
代
区
分
と
傾
向

456

794

785

家持　大伴旅人の長男とし
て生まれる

759

806

718

平安京へ遷都
家持 無罪として旧の官位
に復される

家持 病死。死後すぐに、遺
骨が隠岐に流される

家持 『万葉集』最後の歌を詠む

751 家持 少納言となって帰京

746 越中国守として赴任
738 家持 朝廷に出仕
733

　その間に弟 書持 死去

732 父 大伴旅人 死去

○第2期（～710年）
　 官人達の儀礼的な場での
宮廷賛歌や旅の歌などが
有名。
　代表歌人
　　 柿本人麻呂・天武天皇・

持統天皇・大津皇子・大
伯皇女・志貴皇子など。710

673

672

629

養老律令が完成

平城京へ遷都

天武天皇即位

雄略天皇即位

552 百済より仏像や経典届く
593 聖徳太子摂政となる
603 冠位十二階を制定
604 憲法十七条
607 小野妹子 随へ
621 聖徳太子死去

万葉集の１番目に登場す
る人物である

舒明天皇即位
645 大化の改新
661 百済救援軍、難波を発つ

熟田津出港の際、額田王
が詠んだ歌は有名
壬申の乱

690 持統天皇即位
697 文武天皇即位
701 大宝律令完成
702 山上憶良、遣唐使として出発

712 『古事記』完成

720 『日本書紀』完成
724 聖武天皇即位
726 山上憶良、筑前国守として赴任
727 父 旅人 大宰帥として赴任

749 孝謙天皇即位

752 東大寺大仏開眼供養
757 淳仁天皇即位

○第3期（～733年）
　 個性的な歌が生み出された
時期。多彩な歌風が展開さ
れた。
　代表歌人
　　 山部赤人、大伴旅人、山上

憶良など。

○第1期（629～672年）
　 皇室の行事や出来事に密着
した歌が多い。
　代表歌人
　　 額田王・藤原鎌足・天智天

皇・天武天皇ら。

○第4期（～759年）
　 政情不安の世を反映し、繊
細で観念的な歌が多い。
　代表歌人
　　 大伴家持・大伴坂上郎女

など。

時代背景 大伴家持 万　葉　集

万葉集とその時代背景
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大
伴
氏
は
、
５
世
紀
後
半
よ
り
勢
力

を
伸
ば
し
始
め
た
軍
事
氏
族
の
名
門
で

し
た
。天
皇
の
お
そ
ば
に
つ
い
て
、親
衛

隊
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
武
門
で

す
。家
持
は
、高
貴
な
家
の
長
男
と
し
て

生
ま
れ
、
そ
し
て
申
し
分
の
な
い
教
育

を
受
け
て
育
ち
ま
し
た
。

　

万
葉
集
で
確
認
で
き
る
家
持
の
27
年

間
の
歌
歴
の
う
ち
、
越
中
赴
任
以
前
の

14
年
間
は
１
５
８
首
、
越
中
時
代
の
５

年
間
の
歌
数
は
２
２
３
首
、
そ
れ
以
後

の
８
年
間
は
92
首
と
な
っ
て
お
り
、
越

中
時
代
の
５
年
間
の
歌
数
が
圧
倒
的
に

多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
家
持
は
越
中

に
赴
任
す
る
以
前
か
ら
、
都
で
当
代
随

一
の
大
歌
人
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
ま

し
た
。

　

教
養
と
才
能
に
溢
れ
た
家
持
は
多
く

の
女
性
の
憧
れ
の
的
で
あ
り
、
多
く
の

恋
の
歌
も
残
し
て
い
ま
す
。

　

７
４
６
年
越
中
国
守
に
任
ぜ
ら
れ

７
５
１
年
に
少
納
言
と
な
っ
て
帰
京
す

る
ま
で
の
５
年
間
、
越
中
に
在
任
し
て

い
ま
し
た
が
、
帰
京
後
の
昇
進
は
き
わ

め
て
遅
れ
、
し
か
も
そ
の
官
職
は
都
と

地
方
と
の
間
を
め
ま
ぐ
る
し
く
行
き
来

し
て
お
り
、
恵
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。政
界
の
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ
、藤
原

氏
の
大
伴
氏
に
対
す
る
圧
迫
を
受
け
続

け
て
い
た
よ
う
で
す
。
家
持
は
一
族
を

存
続
す
る
た
め
、
ひ
た
す
ら
抗
争
の
圏

外
に
身
を
置
こ
う
と
し
ま
す
が
、
そ
の

た
め
同
族
の
信
頼
を
失
う
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
で
、
一
族
の
長
と
し
て
奮
起
し

な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
責
務
と
、
あ

き
ら
め
と
の
間
を
迷
い
続
け
て
い
た
こ

と
を
、歌
に
も
詠
ん
で
い
ま
す
。

　

７
８
５
年
68
歳
で
病
気
で
亡
く
な

り
ま
す
が
、
悲
運
は
死
ん
で
か
ら
も
続

き
、死
後
20
日
、葬
儀
も
終
ら
な
い
う
ち

に
、
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
の
首
謀
者
と

さ
れ
、
除
名
・
官
位
剥
奪
・
領
地
没
収
の

う
え
、
そ
の
遺
骨
が
実
子
の
永
主
と
と

も
に
隠
岐
に
流
さ
れ
ま
す
。
家
持
が
無

罪
と
し
て
旧
の
官
位
に
復
さ
れ
た
の
は

８
０
６
年
で
し
た
。

名
門
の
貴
公
子　

家
持

玉
く
し
げ　
二
上
山
に　
鳴
く
鳥
の

　
　
　
　
声
の
恋
し
き　
時
は
来
に
け
り 

 　
（
巻
17
ー
３
９
８
７
）

二
上
山
に
鳴
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
、
声
の
恋
し

い
季
節
が
や
っ
て
き
た
。 

家
持
の
歌

し
な
ざ
か
る　
越
に
五い

つ
と
せ年　

住
み
住
み
て

　
　
　
立
ち
別
れ
ま
く　
惜
し
き
夕
か
も 

（
巻
19
ー
４
２
５
０
）

遠
く
離
れ
た
越
中
に
五
年
間
住
み
続
け
て
、
今

こ
う
し
て
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
、

な
ん
と
惜
し
い
宵
で
あ
る
こ
と
か
。

遺
骨
が
島
流
し
に

８
０
６
年
で
し
た
。

振
り
放さ

け
て　
三
日
月
見
れ
ば　
一
目
見
し

　
人
の
眉ま

よ
び引

き　
思
ほ
ゆ
る
か
も

（
巻
19
ー
４
２
５
０
）

空
を
振
り
仰
い
で
三
日
月
を
み
る
と
、
あ
の
と
き

一
目
み
た
あ
の
人
の
眉
の
美
し
さ
が
思
い
起
こ
さ

れ
て
な
ら
な
い
。

新あ
ら
たし

き　
年
の
初
め
の　
初は

つ
は
る春

の

　
今
日
降
る　
雪
の　
い
や
し
け
吉よ

ご
と事

（
巻
20
ー
４
５
１
６
）

初
春
の
今
日
降
り
積
も
る
雪
の
よ
う
に
、
よ
い

事
が
ま
す
ま
す
重
な
り
ま
す
よ
う
に
。

万
葉
集
に
初
め
て
登
場
す
る
歌

越
中
を
去
る
時
の
歌

万
葉
集
最
後
の
歌

「
一
目
見
し
人
」
と
は
、
後
に
妻
と
な
る

坂
上
大
嬢
の
こ
と
。
家
持
15
歳
ご
ろ
の
歌
。

家
持
は
多
く
の
女
性
た
ち
と
恋
の
歌
を
交

わ
し
た
よ
う
で
す
。

明
日
の
日
の　
布
勢
の
浦う

ら
み廻

の　
藤
波
に  

　
け
だ
し
来
鳴
か
ず　
散
ら
し
て
む
か
も

　

 　
（
巻
18
ー
４
０
４
３
）

 

明
日
と
い
う
日
は
、布
勢
の
浦
辺
の
藤
の
花
に
、

も
し
や
ほ
と
と
ぎ
す
は
来
て
鳴
か
ず
、
む
な
し

く
散
ら
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。 

雄お
が
み神

川　
紅

く
れ
な
いに

ほ
ふ　
お
と
め
ら
し

　
　
葦
付
取
る
と　
瀬
に
立
た
す
ら
し

（
巻
17
ー
４
０
２
１
）

訳 雄
神
川
（
庄
川
）
が
紅
色
に
明
る
く
映
え
て

い
る
。
乙
女
た
ち
が
、
葦
付
を
採
る
と
て
、

浅
瀬
に
立
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

立
山
に　
降
り
置
け
る
雪
を　
常
夏
に

　
　
見
れ
ど
も
飽
か
ず　
神か

む
か
ら
な
ら
し 

 　
（
巻
17
ー
４
０
０
１
）

立
山
に
降
り
積
も
っ
て
い
る
雪
を
、
夏
で
も
見

る
け
れ
ど
見
飽
き
な
い
。
山
の
神
の
せ
い
で
あ

る
に
違
い
な
い
。

こ
の
時
、
家
持
42
歳
。
以
後
68
歳
で
亡
く
な

る
ま
で
の
25
年
間
、
家
持
は
一
首
も
歌
を
残

し
て
い
ま
せ
ん
。

数
あ
る
家
持
の
歌
の
中
か
ら
、
少
し
ご
紹

介
し
ま
す
。

「
し
な
離
る
」
は
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
、の
意
。

少
納
言
と
な
っ
て
都
へ
戻
る
こ
と
に
な
っ
た

家
持
が
、
餞
別
の
宴
で
詠
ん
だ
歌
で
す
。

家持サマの
プロフィール♥

☆ご趣味　鷹狩り
☆お好きな花
　　なでしこ
☆お好きな鳥
　　ほととぎす
☆一番お好きな季節
　　春

栄
華
は
短
く
…

家持サマの
プロフィール♥
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万
葉
集
中
、
草
木
を
詠
み
込
ん
だ
歌

は
な
ん
と
２
２
４
０
首
余
り
。
万
葉
集

の
歌
の
約
半
数
が
草
木
の
歌
と
い
う
わ

【
参
考
文
献
及
び
引
用
】

〔
書
籍
〕「
小
さ
な
恋
の
万
葉
集
」（
小
学
館
）・「
図
説 

地
図

と
あ
ら
す
じ
で
読
む
万
葉
集
」（
青
春
出
版
社
）・「
万
葉
集

に
歌
わ
れ
た
草
木
」（
冬
至
書
房
）・「
万
葉
集
を
知
る
事
典
」

（
東
京
堂
出
版
）・「
万
葉
集
の
誕
生
と
大
陸
文
化
」（
角
川
選

書
）・「
万
葉
集
１
０
１
の
謎
」（
新
人
物
往
来
社
）・「
大
伴
家

持
」（
郁
朋
社
）・「
万
葉
集
を
読
む
た
め
の
基
礎
百
科
」（
學
燈

社
）・「
大
伴
家
持
」（
角
川
書
店
）・「
万
葉
集
（
下
）」（
旺
文
社
）

〔
ウ
ェ
ブ
〕Wikipedia

・
高
岡
万
葉
歴
史
館
・
ほ
っ
と
ホ
ッ

ト
高
岡
・
た
の
し
い
万
葉
集

いざ！万葉歴史館へ！

青春出版社1080円（＋税）

植
物
が
お
好
き
な
方
な
ら

現
代
語
訳
を
楽
し
む

登
場
人
物
・
歴
史
・
時
代
背
景

を
知
り
た
い
な
ら

　

「
万
葉
集
」、興
味
は
あ
る
け
ど
、で
も

和
歌
は
ち
ょ
っ
と
…
と
い
う
方
に
は
、

わ
か
り
や
す
〜
い
現
代
語
訳
で
楽
し
む

と
こ
ろ
か
ら
入
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

巻
ご
と
、人
物
・
自
然
な
ど
テ
ー
マ
ご
と

に
歌
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
解
説
も
分

か
り
や
す
さ
を
重
視
し
た
、
充
実
し
た

入
門
編
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す

よ
。

斬
新
な
視
点
か
ら
入
る

　

万
葉
集
の
成
り
立
ち
、
時
代
背
景
や

代
表
歌
人
が
、
地
図
や
図
表
で
明
快
に

解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
雑
多
な
万
葉
集

の
世
界
の
要
所
を
押
さ
え
る
の
に
最
適

の
１
冊
で
す
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
興
味

の
持
て
る
分
野
や
人
物
を
掘
り
下
げ
て

い
く
と
い
い
で
し
ょ
う
。

冬至書房1800円（＋税）

け
で
す
。
左
記
の『
万
葉
集
に
歌
わ
れ

た
草
木
』
で
は
、
１
５
１
種
類
の
草
木

を
カ
ラ
ー
写
真
付
き
五
十
音
順
で
デ
ー

タ
ー
ベ
ー
ス
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
草
木

に
ご
と
に
一
首
ず
つ
歌
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。
植
物
図
鑑
に
歌
が
付
い
て
い
る

よ
う
な
感
覚
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。

万
葉
集
を

　

楽
し
も
う

http://www6.airnet.ne.jp/manyo/
　　　　　　　　　　　　　main/home.html

　

万
葉
集
の
基
礎
知
識
が
あ
れ
ば
、

き
っ
と
楽
し
め
る
中
級
者
向
け
の
本
。

「
坂
上
郎
女
は
恋
多
き
女
だ
っ
た
の

か
？
」「
家
持
は
な
ぜ
晩
年
ま
で
歌
を
詠

ま
な
か
っ
た
の
か
？
」「
額
田
王
は
猿
が

好
物
だ
っ
た
か
？
」「
夏
に
鰻
は
古
代
人

か
ら
の
知
恵
か
？
」「
万
葉
集
は
本
当
に

日
本
人
が
書
い
た
か
？
」
な
ど
の
マ
ニ

ア
ッ
ク(

？)

な
万
葉
集
の
世
界
が
楽

し
め
る
本
で
す
。

新人物往来社2800円（＋税）

　

果
て
し
な
く
雑
多
な
世
界
に
、
楽
し

み
方
も
無
限
。
あ
な
た
な
り
の「
万
葉

集
」の
楽
し
み
方
を
発
見
し
て
下
さ
い
。

高岡万葉歴史館
〒933-0116
高岡市伏木一宮1-11-11
tel0766-44-5511
fax0766-44-7335
http://www.manreki.com

　

富
山
県
民
は
も
と
よ
り
、
全
国
の
万
葉

集
の
研
究
者
や
愛
好
者
の
学
習
及
び
交
流

の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
施
設
。
常
設
展
示

室
で
は
、
家
持
の
半
生
を
語
る『
家
持
劇

場
』、家
持
の
歌
の
世
界
を
多
彩
な
映
像
で

紹
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
ボ
ッ
ク
ス
、
四
季
の

シ
ン
ボ
ル
造
形
な
ど
越
中
万
葉
の
世
界
を

多
面
的
に
展
開
し
ま
す
。
企
画
展
示
室
で

は
、「
天
平
万
葉
」を
代
表
す
る
歌
と
歌
人
、

そ
の
時
代
背
景
を
パ
ネ
ル
で
展
示
。
ま
た

春
や
秋
の
特
別
企
画
も
行
っ
て
い
ま
す
。

講
座
、
セ
ミ
ナ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
春
季
、

秋
季
の
万
葉
セ
ミ
ナ
ー
を
開
講
し
、
学
習

講
座
の
入
門
講
座
を
始
め
、
万
葉
集
や
家

持
を
テ
ー
マ
と
し
た
様
々
な
講
座
が
開
講

さ
れ
て
い
ま
す
。

〔アクセス〕JR北陸本線高岡駅より車で20分、JR氷見線伏木駅より徒歩20分
〔休館日〕火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
〔開館時間〕４～10月は午前９時～午後６時（入館は午後５時15分まで）
開館時間：11～３月は午前９時～午後５時（入館は午後４時15分まで）
〔入館料〕一般・高校・大学¥210(団体割引有り)、小中学生は無料

【
万
葉
を
愛
す
る
会
】会
員
募
集
中
♪

　
☆
活
動
：
会
報
の
発
行・勉
強
会
等・

　
　
　
　
　
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト・バ
ス
ツ
ア
ー 
な
ど

　
☆
特
典
：
万
葉
歴
史
館
の
入
館
無
料

　
　
　

 

企
画
展・講
座
等
の
ご
案
内
ま
た
は
ご
招
待 
な
ど

　
☆
年
会
費
：
二
千
円　
詳
し
く
は
万
葉
歴
史
館
ま
で


