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「「伊伊勢勢物物語語」」と芦芦屋屋
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芦
屋
は
在
原
業
平
ゆ
か
り
の
地
と
さ
れ
、

業
平
の
父
・
阿
保
親
王
の
御
陵
と
称
す
る

親
王
塚
が
あ
り
、業
平
町
・
業
平
橋
と
い
う

地
名
も
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
芦
屋
と

在
原
業
平
の
関
係
は
、す
べ
て
、こ
の『
伊

勢
物
語
』第
八
十
七
段
に
発
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、平
成
十
二
年
に
美
術
博
物
館

特
別
展
図
録「
伊
勢
物
語
と
芦
屋
」か
ら
、

『
伊
勢
物
語
』の
権
威
者
・
片
桐
洋
一
氏
の

解
説
文
よ
り
、そ
の
原
文
と
現
代
語
訳
を

抜
粋
し
て
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
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昔
、男
、津
の
国
、 菟
原 
の

う
ば
ら

 
郡 
、芦
屋
の
里

こ
ほ
り

に
、し
る
よ
し
し
て
、行
き
て
住
み
け
り
。

昔
の
歌
に
、
芦
の
屋
の
灘
の
塩
焼
き 
暇
無 

い
と
ま
な

み 
黄
楊 
の

つ
げ

 
小
櫛 
も

を
ぐ
し

 
挿 
さ
ず

さ

 
来 
に
け
り

き

と
詠
み
け
る
ぞ
、
こ
の
里
を
詠
み
け
る
。

こ
こ
を
な
む
芦
屋
の
灘
と
は
言
ひ
け
る
。

　

こ
の
男
、な
ま
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、そ
れ

を
た
よ
り
に
て 
衛
府 
の

ゑ
ふ

 
佐 
ど
も
、集
ま
り

す
け

来
に
け
り
。こ
の
男
の 
兄 
も

こ
の
か
み 

衛
府
督 
な
り

ゑ
ふ
の
か
み

け
り
。

�
�
�
�
�
�　
昔
、男
が
い
ま
し
た
。そ
の

男
は
、摂
津
の
国
菟 
原  
郡

     

芦
屋
の
里
に
、領

う
ば
ら
ぐ
ん

地
を
持
っ
て
い
る
縁
で
出
か
け
て
行
っ
て
、

そ
こ
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
昔
の
歌
に
、

　

芦
屋
の
灘
の
塩
焼
き
人
で
あ
る
私
は
、

仕
事
が
忙
し
い
の
で
、黄
楊
の
櫛
を
挿
す

余
裕
も
な
い
ま
ま
に
来
て
し
ま
っ
た
こ
と

で
す
。と
詠
ん
で
い
る
の
は
、こ
の
里
を
詠

ん
だ
も
の
で
し
た
。こ
の
歌
で
は
、こ
こ
を

芦
屋
の
灘
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
主
人
公
の
男
は
、ち
ゃ
ち
な
宮
仕

え
を
し
て
い
た
の
で
、そ
れ
を
縁
に
し
て
、

 
近 こ

の 
衛 え 
府 
・

ふ
 

衛  
門  
府 
の
次
官
た
ち
が
芦
屋
に

え 
も
ん 
ふ

集
ま
っ
て
来
た
の
で
し
た
。ま
た
主
人
公

の
男
の
兄
も
衛
府
督
で
あ
っ
た
の
で
一
緒

に
や
っ
て
来
た
の
で
す
。
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そ
の
家
の
前
に
海
の
ほ
と
り
に
あ
そ
び

あ
り
き
て
、「
い
ざ
、こ
の
山
の 
上 
に
あ
り

か
み

と
い
ふ
布
引
の
滝
、見
に
登
ら
む
」と
言
ひ

て
、登
り
て
見
る
に
、そ
の
滝
、物
よ
り 
異 

こ
と

な
り
。長
さ
二
十
丈
、広
さ
五
丈
ば
か
り
な

る
石
の 
面 
、白
絹
に
岩
を
包
め
ら
ん
や
う

お
も
て

に
な
む
あ
り
け
る
。さ
る
滝
の 
上 
に

か
み

 
藁
蓋 

わ
ら
う
だ

の
大
き
さ
し
て
さ
し
出
で
た
る
石
あ
り
。

そ
の
石
の 
上 
に
走
り
か
か
る
水
は
、

う
へ

 
小
柑
子 
・
栗
の
大
き
さ
に
て
こ
ぼ
れ
落
つ
。

せ
う
か
う
じ

そ
こ
な
る
人
に
、皆
、滝
の
歌
詠
ま
す
。

　

か
の
衛
府
督
ま
づ
詠
む
。

　

わ
が
世
を
ば　

今
日
か
明
日
か
と
待
つ

　
　

か
ひ
の　

涙
の
滝
と
い
ず
れ
高
け
ん

　
 

主 
次
に
詠
む
。

あ
る
じ

　
 

貫 
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し　

白
玉
の

ぬ

　
　

間
な
く
も
散
る
か　

袖
の
せ
ば
き
に

と
詠
め
り
け
れ
ば
、か
た
へ
の
人
、笑
ふ 
言 

こ
と

に
や
あ
り
け
ん
、こ
の
歌
に
め
で
て
、や
み

に
け
り
。

�
�
�
�
�
�　
そ
の
男
の
家
の
前
の
海
の

ほ
と
り
を
遊
覧
し
て
、男
の
兄
が「
さ
あ
、

こ
の
山
の
上
の
方
に
あ
る
と
い
う
布
引
の

滝
を
見
に
登
ろ
う
」と
言
っ
て
、皆
で
登
っ

て
見
る
と
、そ
の
滝
は
、他
と
比
べ
ら
れ
な

い
ほ
ど
に
特
異
で
し
た
。長
さ
は
二
十
丈

（
約
六
・
五
メ
ー
ト
ル
）、広
さ
五
丈（
約
一
・

六
メ
ー
ト
ル
）程
の
石
の
表
面
は
、白
絹
に

岩
を
包
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。
そ

ん
な
滝
の
上
に
走
り
か
か
る
水
は
、小
さ

な 
柑
橘 
や
栗
と
同
じ
大
き
さ
で
こ
ぼ
れ
落

か
ん
き
つ

ち
る
。衛
府
督
が
、そ
こ
に
い
る
人
、皆
に
、

滝
の
歌
を
詠
ま
せ
ま
す
。も
ち
ろ
ん
衛
府

督
が
ま
っ
さ
き
に
詠
み
ま
し
た
。

　

我
が
世
の
来
る
の
が
今
日
か
明
日
か
と

待
っ
て
い
る「
か
い
」な
ら
ぬ「 
峡 
」と
、流

か
い

し
て
も 
効 
の
な
い
涙
の
滝
と
、ど
ち
ら
が

か
い

高
く
、ど
ち
ら
が
激
し
く
流
れ
落
ち
る
で

し
ょ
う
か
。

主
人
の
男
が
次
に
詠
み
ま
し
た
。

　

糸
の
緒
を
引
き
抜
い
て
、玉
を
散
乱
さ
せ

る
人
が
あ
る
よ
う
で
す
。白
玉
が
こ
の
よ
う

に
す
き
間
も
な
い
ほ
ど
に
散
り
乱
れ
て
い

ま
す
よ
。拾
い
集
め
よ
う
に
も
、私
の
袖
は
狭

く
て
、包
む
こ
と
も
で
き
な
い
で
す
の
に
。

と
詠
ん
だ
の
で
、そ
ば
に
い
た
人
に
は
、大

げ
さ
に
笑
う
ほ
か
な
い
表
現
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
、い
い
え
、そ
う
で
は
な
く
、

こ
の
歌
に
感
じ
入
っ
て
、そ
の
ま
ま
誰
も

詠
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。
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帰
り
来
る
道
遠
く
て
、失
せ
に
し
宮
内

卿
も
ち
よ
し
が
家
の
前
来
る
に
、日
暮
れ

ぬ
。宿
り
の
方
を
見
や
れ
ば
、 海
人 
の

あ
ま

 
漁
火 

い
さ
り
び

多
く
見
ゆ
る
に
、か
の 
主 
の
男
詠
む
。

あ
る
じ

　

晴
る
る
夜
の　

星
か
河
辺
の
蛍
か
も

　
　

我
が
住
む 
方 
の　

か
た

 
海
人 
の
た
く
火
か

あ
ま

と
詠
み
て
、家
に
帰
り
来
ぬ
。

�
�
�
�
�
�　
芦
屋
へ
の
帰
路
は
遠
く
て
、

亡
く
な
っ
た
宮
内
卿
も
ち
よ
し
の
家
の
前

ま
で
来
ま
す
と
、
日
が
暮
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
宿
所
の
方
を
見
や
り
ま
す
と
、漁

師
の
漁
火
が
た
く
さ
ん
見
え
ま
す
の
で
、

例
の
主
の
男
が
詠
み
ま
し
た
。

　

晴
れ
て
い
る
夜
の
星
で
し
ょ
う
か
。

　
　

そ
れ
と
も
河
辺
の
蛍
だ
ろ
う
か
な
。

　

あ
る
い
は
私
が
住
む
あ
た
り
で
漁
師
が

　
　

燃
や
す
漁
火
な
の
で
し
ょ
う
か
。

と
詠
ん
で
、家
に
帰
っ
て
来
ま
し
た
。
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　昔、芦屋の里に公光という若者が住んでいました。「伊勢物語」がたいそ
う好きで、業平に強い興味を持っていました。ある夜のこと、夢の中で美
しく咲き乱れた花の中に業平が現れたので、「ここはどこですか」と尋ねる
と、「ここは京の都の北山にある紫野の雲林院」と教えられ、夢から覚めま
した。公光は、はるばる雲林院（うんりんいん）を訪ねていきました。
　ちょうど花盛りで、桜の一枝を折ったところへ、老人が現れ、公光をと
がめました。公光は「芦屋の里から訪ねてきた公光というものです。業平
様の夢を見て、ここまで来ました」といいますと、老人は『今夜この花かげで
待っていると、伊勢物語にまつわる楽しいお話が聞けるでしょう」といって、
夕闇の中に姿を消しました。やがて夜になると、業平の魂が人の姿となって
現れ、伊勢物語のことを語り、舞や音楽の遊びを続けているうちに明け方と
なり、公光の夢は覚めました。　　　　　　�������	
���������
����������	
������������������������ �!"#$�
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　昔、芦屋地方を治めていた阿保親王は、
打出の地に別荘を建てて村人たちを愛し、
親しみをもって接していました。村人た
ちも“親王さん”といって、たいそう敬っ
ていました。親王は、村人たちに「もし、
自然の災害などで困ったときには、この
塚を掘って役立てるように」と、塚に宝
物を埋めたといわれており、次のような
歌が伝えられています。
���������	
�����

���������	
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　この塚は、 金津山 ・
かなつやま

 黄金塚 ・
こがねづか

 金塚 などと呼
かねづか

ばれていますが、寛政
８ 年（1796）刊 の『 摂津 

せっつ

名所図会』を見ると、街
道のすぐ北の田んぼの
中に大きい塚があって、その周囲に道が
造られ、大きな松が描かれています。
　「打出名所は数々あれど、わけて名高い
黄金塚」と、打出の 御輿 かき音頭にも歌わ

みこし

れ、街道を行く人々がお参りする名所に
なっていました。
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「「伊伊勢勢物物語語」」と芦芦屋屋
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市
域
の
東
部
、Ｊ
Ｒ
と
阪
急
に
挟
ま
れ

た
住
宅
地（
翠
ケ
丘
町
）に
、静
寂
を
保
つ

森
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
が
、古
く
か
ら「
親

王
さ
ん
の
森
」と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ

て
き
た
阿
保
親
王
墓
で
す
。

　

阿
保
親
王
は 
平
城 
天
皇（
七
七
四
〜
八

へ
い
ぜ
い

二
四
）の
第
一
皇
子
で
、 桓
武 
天
皇（
七
三

か
ん
む

七
〜
八
〇
六
）の
孫
に
あ
た
り 
、延
暦 
十
一

え
ん
り
ゃ
く

年（
七
九
二
）に
誕
生
し
て
い
ま
す
。 弘
仁
 

こ
う
じ
ん

元
年（
八
一
〇
）の 
藤
原
薬
子 
の
乱
に
連
座

ふ
じ
わ
ら
の
く
す
こ

し
て
、 大
宰
権
帥 
と
し
て
筑
紫
に
左
遷
さ

だ
ざ
い
ご
ん
の
そ
つ

れ
ま
す
が
、十
余
年
後
に
許
さ
れ
て
、都
に

戻
っ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
ろ
、 仲
平 
・

な
か
ひ
ら 

行
平 
・

ゆ
き
ひ
ら

 
守
平 
・
業
平
の
四
子
に

も
り
ひ
ら

 
賜
姓 
を

し
せ
い

 
請 
い
、在
原

こ

姓
を
賜
わ
り
ま
し
た
。

　

親
王
は
、 上
総
太
守 ・

か
ず
さ
の
た
い
し
ゅ 

三
品 
・

さ
ん
ぼ
ん 

治
部
卿
・ 

じ
ぶ
の
き
ょ
う

 
上
野
 太

守
・

こ
う
ず
け

 
宮
内
卿 ・

く
な
い
き
ょ
う 

弾
正
尹
な 
ど
を
歴

だ
ん
じ
ょ
う
の
い
ん

任
し
、 承
和
 九

年（
八
四
二
）、上
総
太
守

し
ょ
う
わ

兼
弾
正
尹
と
な
り
ま
し
た
が
、こ
の
年
の

十
月
二
十
二
日
に 
薨
去 
、五
十
一
歳
で
し
た
。

こ
う
き
ょ

　
 『

続 
日
本
後
紀
』に
よ
れ
ば
、親
王
は
文

し
ょ
く

武
両
道
に
秀
で
た
人
で
あ
り
な
が
ら
、慎

み
深
い
人
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す

が
、親
王
が
芦
屋
で 
薨 
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に

こ
う

つ
い
て
は
、正
史
に
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

親
王
と
芦
屋
の
関
係
に
つ
い
て
は
、山

口
県
文
書
館
所
蔵
の
毛
利
家
文
庫
に「
阿

保
親
王 
御
廟
詮
議 
」・「
阿
保
親
王

ご
び
ょ
う
せ
ん
ぎ

 
事
取
 

こ
と
と
り

集
」・「
阿
保
親
王
竹
園
伝
記
」等
が
あ
り
ま

す
。ま
た
、親
王
の 
菩
提
寺 
と
伝
え
ら
れ
る

ぼ
だ
い
じ

打
出
町
の
阿
保
山
親
王
寺
に
も
、毛
利
家

の
記
録
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
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毛
利
家
文
庫
の「 
江
氏
家
譜 
」に
よ
る
と
、

ご
う
し
か
ふ

同
家
は
阿
保
親
王
の 
嫡
孫 
・

ち
ゃ
く
そ
ん 

大
江
朝
臣 

お
お
え
の
あ
そ
ん

 
音 

お
と

 
人 
の

ど

 
末
裔 
に
な
る
た
め
、親
王
を
祖
先
と
仰

ま
つ
え
い

ぎ
、 祀 
り
続
け
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
つ
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親
王
寺
に
伝
来
す
る「
阿
保
親
王
寺
縁

起
」一
巻
と
、「 
曩
祖
 阿

保
親
王
尊
廟
竹
園

じ
ょ
う
そ

之
伝
記
」一
巻
は
、親
王
の
事
績
に
詳
し
い

の
で
す
が
、と
も
に
親
王
が
、「
承
和
九
年

摂
津
国
菟
原
郡
芦
屋
庄
打
出
村
に
お
い
て

薨
じ
給
う
」と
記
し
て
い
ま
す
。と
り
わ
け

後
書
は
、 長
門 
府
中
藩
主
毛
利

な
が
と

 
甲
斐
守 

か
い
の
か
み 

綱 
つ
な

 
元 
（
一
六
五
〇
〜
一
七
〇
九
）が
同
寺
に

も
と寄

進
し
た
も
の
で
、元
禄
四
年（
一
六
九

一
）十
月
二
十
二
日
の
日
付
が
あ
り
、巻
末

に「
今
年
今
月
今
日
八
百
五
十
年 
忌 き 　

記 
し
る
す

 
此 
一
巻

こ
の

 　

以 
も
っ
て 

奉
納
阿 
保
親
王

ほ
う
の
う
す

 
古
廟 
」と
あ

こ
び
ょ
う

り
、そ
の
趣
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、こ
れ
ら
の
史
料
で
は
、親
王
寺
建
立
は

「
承
和
十
一
年 
甲
子 
、親
王
の
す
ま
せ
給
う
地

き
の
え
ね

を
改
め
て
、寺
院
を
建
立
し
、阿
保
山
親
王
寺

と
号
す
」と
伝
え
て
い
ま
す
。

　
「
阿
保
親
王
御
廟
詮
議
」に
よ
る
と
、毛

利
家
と
親
王
家
の
関
係
は
、前
記
し
た
元

禄
四
年
の
親
王
八
百
五
十
年
忌
あ
た
り
か

ら
密
度
を
増
し
た
も
の
と
考
え
ら
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、な
ぜ
、毛
利
家
が
元
禄

四
年
の
段
階
で
打
出
村
の
阿
保
親
王
墓
と

関
わ
り
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
 

打
出
宿 
が
参
勤
交
代
の
途
上
に
あ
り
、

�
�
�
�
�
�
�

い
つ
も
通
過
す
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
か
、と
も
か
く
毛
利
家
は
親
王

八
百
五
十
年
忌
か
ら
以
後
、親
王
寺
に
代

参
を
差
し
向
け
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、業
平
と
芦
屋
は『
伊
勢
物
語
』

に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、阿
保
親

王
と
芦
屋
の
関
係
に
つ
い
て
は
、現
在
で

も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
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�������　うんじゃ隊の友

 ������　市議会中継　ネット配信スタート

��������「夢が描ける町 芦屋」山中市長VS大学生
　　　　　　　　 〈対談者　外山 高広さん・菅  茜さん〉

���������「この町がすき」
　　　　　　　　　歌いつぎたい　私たちの町の歌
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① 8 :00

②11:30

③16:00

④19:00

⑤22:30
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　六甲の山並みを背にして、芦屋川の流れが浜辺で
交差する辺り、白砂青松の芦屋の浜は、古来より景
勝の地として、多くの和歌が詠み継がれてきた歌名
所です。都人が西国への往還の途中、初めて潮の香
をきき、波間に浮かぶ漁船を遠望するのもこの地で
した。平安貴族が都に近い観光地として、あるいは
別荘地として風雅を楽しんだのも当然のことと言え
ます。同じ意味で、芦屋から１日で行ける行楽地と
して布引の滝も平安歌人に知られる所となりました。
　この、歌名所としての芦屋の浜・布引の滝を考え
るときに、『伊勢物語』が最も重要になってきます。
実際に、『伊勢物語』で芦屋の里が歌題になってから、
芦屋は歌名所として多数の和歌が詠まれ、そして和
歌を題材とした物語絵も盛んに描かれました。
　近世以降は、絵入り木版本の出現により、物語と
絵が、広く一般に親しまれるようになりました。
　このように物語の享受は、古写本の伝授によるも
のだけではなく、「伊勢物語絵」などの絵画作品が果
たした役割も、また大きかったと考えられます。
　なかでも、慶長13年（1608）に刊行された嵯峨本『伊
勢物語』は、四十九図の挿絵を備えて、本書以降の
絵巻・版本などにも圧倒的な影響を及ぼしました。
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�����
�����　１月10日
～２月22日＜月曜日休
館・祝日の場合は翌日休
館＞午前10時～午後５
時（入館４時30分まで）
���　美術博物館（第
１・第２展示室）
�������	
��
��������	
�

�������	
�
���　１月16日（金）
午後１時30分～３時　
����講義室　��
�　加藤純子氏（歌）、
沖倫子氏（ピアノ）、Ⅰ 
LOVE ASHIYA　�
���　要観覧料
＊歌集をお持ちでない
　かた、歌集代1,000円

����������������
���　１月10日（土）午後１時30分? ３時
������　関西大学教授・中谷伸生氏
／大阪大学総合学術博物館教授・橋爪節也
氏／司会：明尾圭造本館学芸課長　���
先着80人（要観覧券）

�������	
����
���　１月24日（土）午後２時～３時　
���　文人画の評価について
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