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飛
鳥
朝
子
さ
ん
は
、
現
87
代

宮
司
・
飛
鳥
弘ひ

ろ
ふ
み文
さ
ん
の
娘
。

次
の
88
代
宮
司
を
継
ぐ
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
飛
鳥
坐
神
社
の
長
い
歴

史
の
中
で
女
性
が
宮
司
に
就
く
の
は

初
め
て
の
こ
と
。「
と
て
も
重
く
受
け

止
め
て
い
ま
す
。
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
あ

り
ま
す
が
、
応
援
し
て
く
だ
さ
い
！
」

と
に
っ
こ
り
。
周
囲
を
ぱ
っ
と
明
る
く

天
下
の
奇
祭「
お
ん
だ
祭
」を

守
り
継
ぐ
女
性
神
職

崇す
じ
ん神
天
皇
の
御
代
に「
飛
鳥
」の
姓
を
賜
り
、

２
０
０
０
年
に
わ
た
っ
て
飛あ

す
か
に
い
ま
す

鳥
坐
神
社
を
代
々
守
っ
て
き
た
飛
鳥
家
。

現
在
、
禰ね

ぎ宜
と
し
て
仕
え
る
飛
鳥
朝と

も
こ子
さ
ん
に
、

３
０
０
年
以
上
続
く
神
事
を
継
承
し
て
い
く
思
い
を
伺
い
ま
し
た
。

照
ら
す
、
朝
陽
の
よ
う
な
笑
顔
が
こ

ぼ
れ
ま
す
。

　

お
ん
だ
祭
は
五
穀
豊
穣
や
子
孫
繁

栄
を
祈
る
大
祭
。
神
事
は
二
部
構
成

で
、
一
部
が
神
職
に
よ
る
祝
詞
奏
上

や
天
狗
・
翁
・
牛
に
よ
る
お
田
植
神

事
な
ど
。
二
部
は
お
多
福
が
加
わ
り
、

子
孫
繁
栄
を
願
う
夫
婦
和
合
の
儀

式
を
演
劇
仕
立
て
で
繰
り
広
げ
ま
す
。

そ
の
様
子
が
お
も
し
ろ
お
か
し
く
、

参
拝
者
か
ら
笑
い
声
が
絶
え
ま
せ

ん
。
夫
婦
和
合
を
リ
ア
ル
に
演
じ
る

こ
と
が
珍
し
い
こ
と
か
ら
「
天
下
の
奇

祭
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
４
年
ぶ
り
に
通
常

斎
行
と
な
っ
た
今
年
２
月
４
日
、
朝
子

さ
ん
は
女
性
の
神
職
と
し
て
初
め
て

神
楽
殿
に
あ
が
り
ま
し
た
。「
あ
の

と
き
、
皆
様
に
す
ん
な
り
と
自
然
に

受
け
入
れ
て
い
た
だ
い
た
気
が
し
ま
し

た
」
と
ほ
っ
と
し
た
表
情
で
振
り
返
り

ま
す
。「
お
祭
り
の
締
め
く
く
り
と

し
て
宮
司
が
挨
拶
を
し
た
あ
と
、
参

拝
者
の
皆
様
か
ら
温
か
い
拍
手
が
自

然
と
沸
き
起
こっ
た
ん
で
す
。
そ
の
拍

手
が『
待
って
い
た
よ
』『
無
事
に
斎
行

で
き
て
よ
か
っ
た
ね
』『
こ
れ
か
ら
も

が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
』と
い
う
メッ
セ
ー

ジ
の
よ
う
で
と
て
も
胸
に
響
き
ま
し

た
。
こ
の
お
祭
り
を
続
け
て
い
か
な
け

れ
ば
と
、
そ
の
と
き
心
に
強
く
誓
い

ま
し
た
」。

　

平
成
30
年
に
明
日
香
村
に
戻
っ
て

く
る
ま
で
、
12
年
東
京
で
暮
ら
し
て

い
た
朝
子
さ
ん
。「
生
き
方
、
考
え
方
、

働
き
方
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
多
様

化
し
て
い
る
現
代
社
会
で
は
、
五
穀

豊
穣
や
子
孫
繁
栄
を
願
う
お
祭
り

と
いっ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
五
穀
豊
穣
や

子
孫
繁
栄
と
は
、
豊
か
さ
と
繁
栄
を

願
う
こ
と
。
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ

な
い
心
の
豊
か
さ
を
、
お
一
人
お
ひ

と
り
が
持
て
る
よ
う
、
私
も
神
職
と

し
て
で
き
る
こ
と
を
粛
々
と
積
み
重
ね

て
い
き
ま
す
。
日
々
の
祈
り
や
お
祭

り
を
通
し
て
、
神
社
が
皆
様
の
心
の

拠
り
所
と
し
て
存
在
で
き
る
な
ら
と

て
も
嬉
し
い
で
す
」。

飛鳥朝子さん。明日香村で生まれ育つ。伊勢や東京で20年近く暮ら
した経験を経て、あらためて村の魅力を再認識したそう。

上）「おんだ祭」。毎年2月の第一日曜に斎行される西日本
屈指の奇祭。お祭りを支える「まつり保存会」は、30年ほど
前に地元有志らによって発足。「興味ある人は気軽に飛び
込んでもらえたら」と朝子さん。
下）天狗や鬼がささら（竹の棒を割いて作ったもの）で参拝者
のお尻を叩いて回る厄除け神事が名物。「子どもの頃は叩
かれるのが怖くて、全速力で走って逃げていました（笑）」。

江戸時代から伝わる「鋳造大神
鏡」。直径122cm、厚さ6cm、重
量260㎏あり、最近の研究結果
で日本一大きい鋳造の神鏡だと
わかりました。現在建て替え工事
中の参集殿が完成後、鏡の間
に安置される予定です（令和9年
頃完成予定）。授与所では「鋳
造大神鏡」の刺繍を施した、朝子
さん考案の可愛い刺繍御朱印
の授与も行っています。

飛鳥坐神社（高市郡明日香村飛鳥708）

古代から神石信仰が盛んで、なかでも「むすびの神石」と呼ばれる陰
陽石は、夫婦和合や子宝、良縁などに神徳があると篤い信仰を集め
ます。「子宝に恵まれることは、昔の人にとっては神秘。神様の力と信
じ、それが陰陽石信仰につながっていったのではないかと思います」。
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飛鳥応援大使主催
「凧あげ大会」を実施

令和6年1月21日、応援大使主催の初イベント「凧あげ大会」を実施しまし
た。親子で凧を作り、石舞台公園で凧あげをしたのですが、皆さん、凧を少し
でも高くあげようと一生懸命走っておられました。各賞の発表や商品贈呈、
吉野本葛「天極堂」さんによる葛湯振る舞いも楽しんでいただけた様子。次
回は令和7年1月に実施予定です。乞うご期待。

活動報告
Activity
Report

皆さん、凧に思い思いの絵を描いておられました。

高松塚壁画館で
企画展開催！

『飛鳥びと』がリニューアル！

当館では毎年夏休み期間中、パネル展
を開催しており、2024年は「牽牛子塚古
墳 今昔物語」と題して時代ごとに同古
墳の記録を紹介しました。今後も季節ごと
に企画展を実施しますので、お楽しみに！

今号からページ数を6ページに増やし、誌面も一新。飛鳥の魅力を多彩な角
度から深掘りし、ますます飛鳥が好きになる冊子を目指します。引き続きご愛
顧のほどよろしくお願いいたします。（事務局一同）

お知らせ
News

事務局より
Message

牽牛子塚古墳

第2回「飛鳥・藤原まるごと博
物館」検定を令和6年12月
14日に開催します。今回は
第1回の初級編合格者が
受検できる中級編も同時
開催。チャレンジお待ちしています！

（申込締切10/31）

過去問に挑戦！（第1回初級編の60・64問目）
飛鳥の風景を守りたいという
鍼灸師・御井敬三の思いはどの首相に届けられたか？

ア.吉田茂　イ.岸信介　ウ.池田勇人　エ.佐藤栄作

四神図のうち高松塚古墳の壁画に
確認できなかったものはどれか？

ア.玄武　イ.朱雀　ウ.青龍　エ.白虎

※正解は古都飛鳥保存財団のHPをご覧ください。

小学校時代、友達と古墳
部を結成。各地の古墳を
巡り、その魅力をまとめた
会報誌『古墳墳闘記』を
自作・発行していました。

西脇導宣さん（右）とお母様。当時12歳
で小学6年生。親子揃って合格！

（検定会場にて令和6年1月撮影）。

検
定
を
受
け
よ
う
と
思
っ
た
理
由
は
何
で
す
か
？

何
回
も
飛
鳥
へ
行
っ
て
い
て
、
飛
鳥
の
歴
史
が
好
き
だ
か

ら
で
す
。
合
格
し
て
ホ
ッ
と
し
ま
し
た（
笑
）。

検
定
に
向
け
て
ど
ん
な
勉
強
を
し
ま
し
た
か
？

当
時
中
学
受
験
だ
っ
た
の
で
、
公
式
テ
キ
ス
ト
は
あ
ま

り
読
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
ひ
た
す
ら
里
中
満
智
子
先
生

の『
天
上
の
虹
』を
読
み
込
み
ま
し
た
。
飛
鳥
の
古
墳
や

石
造
物
に
つ
い
て
は
も
と
か
ら
詳
し
か
っ
た
で
す
。

検
定
の
問
題
は
難
し
か
っ
た
で
す
か
？

難
し
か
っ
た
で
す
。
特
に
民
俗
、
伝
承
の

分
野
が
難
し
か
っ
た
で
す
。

問
題
の
な
か
で

予
想
外
の
も
の
は
あ
り
ま
し
た
か
？

「
御み
い
け
い
ぞ
う

井
敬
三
」
や
「
あ
す
か
オ
ー
ナ
ー
制
度
」
は
ま
っ
た
く

予
想
し
て
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
受
検
さ
れ
る
人
に

ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

『
天
上
の
虹
』は
絶
対
に
読
ん
だ
方
が
い
い
で
す
よ
。

「
飛
鳥
・
藤
原
ま
る
ご
と
博
物
館
」
検
定 

合
格
へ
の
道

最
年
少
合
格
者
の
マ
イ
勉
強
法

第
1
回
検
定（
初
級
編
）を
受
検
し
、当
時
最
年
少
の
12
歳
で
合
格
し
た
西
脇
導み
ち
の
ぶ宣

さ
ん
。

大
の
古
墳
好
き
で
も
あ
る
西
脇
さ
ん
に
、検
定
の
感
想
や
勉
強
法
な
ど
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

飛
鳥
で
好
き
な
名
所
は
ど
こ
で
す
か
？

飛
鳥
宮
跡
で
す
。
当
時
の
政
治
の
中
心
地
が
保
存
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
素
晴
ら
し
い
で
す
。
広
大
な
風
景
か

ら
も
古
代
の
風
を
感
じ
ま
す
。

『
飛
鳥
び
と
』の
読
者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
飛
鳥
・
藤
原
の
宮
都
」が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
よ

う
、
皆
さ
ん
で
協
力
し
て
応
援
し
ま
し
ょ
う
！

Q

Q
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天
皇
陵
の「
非
・
古
墳
化
」

　

中
国
で
隋
が
５
８
９
年
に
南
北
統
一
を
達

成
し
、
さ
ら
に
６
１
８
年
に
強
力
な
唐
帝
国
が

成
立
し
た
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
情
勢
を

大
き
く
変
化
さ
せ
た
。
前
後
し
て
、
わ
が
国

で
も
４
０
０
年
近
く
続
い
た
古
墳
時
代
が
終
わ

り
、
飛
鳥
時
代
（
５
９
２
〜
７
１
０
）に
移
行
す

る
。
飛
鳥
時
代
の
約
１
０
０
年
間
は
、
東
ア
ジ

ア
情
勢
の
変
化
に
連
動
し
て
、
長
く
続
い
た
古

墳
の
時
代
を
脱
却
し
、
中
国
に
倣
っ
た
律
令
国

家
の
時
代
へ
と
日
本
列
島
社
会
が
大
き
く
動
い

た
変
革
期
で
あ
っ
た
。

　

飛
鳥
時
代
を
つ
う
じ
て
、
古
墳
は
変
容
を
遂

げ
な
が
ら
消
滅
に
向
か
い
、
平
城
遷
都
（
７
１
０

年
）の
頃
に
は
ま
っ
た
く
造
ら
れ
な
く
な
る
。
平

飛
鳥
固
有
の
魅
力
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

　

飛
鳥
京
の
そ
ば
で
生
ま
れ
、
藤
原
京
の

そ
ば
で
中
高
時
代
を
過
ご
し
、
京
都
の
美

術
大
学
で
日
本
画
を
学
び
ま
し
た
。
の
ち

に
奈
良
高
校
の
教
師
と
な
り
、
奈
良
の
都

に
も
ど
っ
ぷ
り
。
さ
ら
に
京
都
の
大
学
に
19

年
間
勤
め
る
な
ど
、
日
本
の
古
都
を
行
っ
た

り
来
た
り
。
と
て
も
幸
せ
で
し
た
。
や
は

り
古
都
が
南
北
に
並
ぶ
紀
伊
半
島
の
風
土

は
“
絶
品
”で
す
ね
。
な
か
で
も
最
初
の
都

が
こ
こ
飛
鳥
で
す
。
藤
原
京
・
平
城
京
・

平
安
京
の
原
形
は
飛
鳥
に
あ
る
と
思
う
ん

で
す
。
紀
伊
半
島
の
ど
真
ん
中
で
ま
さ
に

奥
座
敷
。
当
時
の
人
は
や
っ
ぱ
り
い
い
場
所

を
見
定
め
て
い
ま
す
ね
。

飛
鳥
で
好
き
な
場
所
は
ど
ち
ら
で
す
か
？

　

古
墳
で
す
ね
。
当
時
力
を
持
って
い
た
人

た
ち
が
い
い
場
所
に
造
って
い
る
か
ら
、
今
見

て
も
い
い
ロ
ケ
ー
シ
ョン
な
ん
で
す
よ
。
特
に

石
舞
台
古
墳
は
最
高
。
あ
の
場
所
に
立
つ

と
、
四
方
の
景
色
が
い
い
こ
と
、
高
所
に
あ
っ

て
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

そ
れ
と
今
は
地
下
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
遺
跡
も
好
き
で
す
。
絵
を
描
く
立
場
と

し
て
は
、
見
え
な
い
も
の
も
イ
メ
ー
ジ
で
広

げ
ら
れ
ま
す
か
ら
ね
。

城
京
の
建
設
は
、
律
令
国
家
体
制
の
体
現
と
も

い
う
べ
き
都
城
制
の
完
成
を
意
味
す
る
。
同
じ

頃
、
天
皇
陵
も
古
墳
か
ら
古
墳
な
ら
ざ
る
も
の

へ
と
変
化
を
遂
げ
る
。
古
墳
に
葬
ら
れ
た
最
後

の
天
皇
は
慶
雲
四
年（
７
０
７
）に
亡
く
な
っ
た
文

武
天
皇
で
あ
る
。
近
年
の
発
掘
調
査
成
果
に
よ

り
、
明
日
香
村
に
あ
る
中
尾
山
古
墳
を
文
武
天

皇
陵
に
比
定
す
る
考
え
方
が
最
有
力
で
あ
る
。

 

遺
詔
そ
の
ま
ま
の
元
明
天
皇
陵

　

続
く
元
明
天
皇
は
文
武
天
皇
の
母
に
あ
た
る
。

幼
少
で
あ
っ
た
孫
の
首お

び
と
皇
子
（
後
の
聖
武
天
皇
）

の
成
長
を
期
し
て
即
位
し
、
平
城
遷
都
を
実
行

し
た
後
、
養
老
五
年（
７
２
１
）に
没
し
た
。『
続

日
本
紀
』
が
記
す
元
明
天
皇
の
遺
詔
は
、「
朕

が
崩
じ
た
後
は
、
大
和
国
添
上
郡
蔵さ
ほ宝
山
の

雍よ
ら
の
み
ね
良
岑
に
カ
マ
ド
を
作
って
火
葬
せ
よ
」、「
山
を

掘く
っ
さ
く鑿

し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
イ
バ
ラ
を
刈
っ
て

開
い
た
だ
け
の
場
所
に
葬
れ
。
そ
の
場
所
に
常

緑
の
木
を
植
え
、
刻
字
の
碑
を
立
て
よ
」と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
徹
底
し
た
倹
約
、
薄
葬
の
理

念
に
も
と
づ
き
、
伝
統
的
な
古
墳
の
造
営
を
明

確
に
否
定
し
、
自
然
の
山
を
そ
の
ま
ま
陵
と
せ

よ
、
と
の
主
旨
で
あ
る
。

　

元
明
天
皇
陵
は
、
奈
良
市
奈
良
阪
町
の
、
現

在
は
「
養よ

う
ろ
う
が
み
ね

老
ヶ
峯
」
と
呼
ば
れ
る
丘
陵
に
あ
る
。

元
明
天
皇
が
立
て
る
よ
う
命
じ
た
陵
碑
が
現
存

す
る
。遺
詔
は
そ
の
ま
ま
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

 

薄
葬
の
理
想
と
現
実

　
『
続
日
本
紀
』に
よ
れ
ば
元
正
天
皇
、
大
皇
大

后
藤
原
宮
子
（
聖
武
天
皇
生
母
）、
聖
武
天
皇
、

光
明
皇
后
の
山
陵
も
す
べ
て
元
明
天
皇
陵
と
同

じ「
佐
保
山
」の
一
帯
に
あ
り
、
同
様
に
自
然
の

山
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
、
自
然

の
山
を
そ
の
ま
ま
陵
と
す
る
奈
良
時
代
の
山
陵

の
思
想
は
、
唐
の
山
陵
制
度
に
倣
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
第
二
代
皇
帝
太
宗
に
よ
っ

て
始
め
ら
れ
た
唐
の
山
陵
制
度
は
、「
因
山
為

陵
」
す
な
わ
ち
自
然
の
山
を
陵
と
し
、
墳
丘
を

造
ら
な
い
。
そ
の
思
想
的
背
景
に
は
、
民
を
慈

し
む
天
子
の
徳
と
し
て
の
倹
約
、
薄
葬
の
考
え

方
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
唐
の
歴
代
皇
帝
が
造
営
し
た
山

陵
の
実
態
は
、
自
然
の
山
を
利
用
し
て
は
い
る

が
、
薄
葬
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
元
明

天
皇
と
同
じ
頃
に
没
し
た
玄
宗
の
父
・
睿え
い

宗
の

山
陵
は
、
実
に
総
延
長
約
13
㎞
に
お
よ
ぶ
築
地

塀
に
よ
って
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
巨
大
な
土
木

建
設
工
事
を
伴
う
山
陵
の
造
営
は
、
次
第
に
唐

の
国
家
財
政
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
る
。
薄
葬

の
理
想
を
標
榜
し
な
が
ら
、
唐
皇
帝
陵
が
そ
の

理
想
を
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

理
想
と
現
実
は
し
ば
し
ば
真
逆
で
あ
る
こ
と

が
あ
る
。
唐
皇
帝
陵
の
現
実
は
ま
さ
に
そ
の
典

型
で
あ
る
が
、
元
明
天
皇
は
唐
か
ら
学
ん
だ
理

想
に
従
っ
て
徹
底
し
た
薄
葬
を
実
践
し
た
。
飛

鳥
時
代
の
変
革
期
を
経
て
、
新
た
な
時
代
の
ス

タ
ー
ト
を
切
っ
た
当
時
の
日
本
人
の
、
清
新
な
、

若
々
し
い
精
神
を
感
じ
る
。
元
明
天
皇
陵
が
歴

史
的
な
転
換
点
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
そ
の
後
の
人
々
に
も
記
憶
さ
れ
て
い
た
。
平

安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た『
扶ふ

そ
う
り
ゃ
っ
き

桑
略
記
』は
、
元
明

天
皇
が
遺
詔
に
よ
り
葬
礼
を
設
け
な
か
っ
た
こ

と
を
記
し
た
上
で
、「
こ
れ
よ
り
以
後
、
高
陵

を
作
ら
ず
」と
注
記
し
て
い
る
。

唐
の
山
陵
制
度
と
奈
良
時
代
の
山
陵

「
非
・
古
墳
化
」の
画
期

奈良県立橿原考古学研究所
岡林 孝作
1962年大阪府生まれ。筑波
大学大学院博士課程歴史・人
類学研究科で考古学を専攻。
博士（文学）。前奈良県立橿
原考古学研究所副所長（兼）
附属博物館長。現在、同研究
所学術アドバイザー。主な著書
は『器と信仰－東アジアの舎
利荘厳をめぐる美術史・考古
学からのアプローチ』（共著、
勉誠社、2024年）など。

中尾山古墳

元明天皇陵 1998年撮影

第49回創画展2022に出展された
作品『あすか・夏』。

烏頭尾 精
うとお・せい

日本画家。昭和7年（1932）
明日香村生まれ。京都市立美
術大学（現・芸術大学）日本画
科卒業。奈良県文化賞や京
都市芸術功労賞、京都府文
化賞特別功労賞など受賞。日
本画表現を追求する団体「創
画会」を牽引。京都教育大学
名誉教授。紺綬褒章受章。古
都飛鳥保存財団評議員。

奈良や京都を描いてきた『古都シ
リーズ』があり、今手がけている飛
鳥は4年目。「今秋に出品し終えた
ら次はどうしようかな？空に興味が
向いているから飛ぶ鳥だけの空間
ができそうな予感」と烏頭尾さん。

題字のために揮毫してくださった書
の数々。「まず麻紙に書いてから唐
紙に書いたんですが、唐紙の方が気
持ちが抑揚しました。文字がうごめく
んだけど波長もたくさん絡んで、表情
に漂いがある気がします」。

唐の山陵（乾陵）1998年撮影

　

明
日
香
村
野
口
の
天
武
・
持
統
天

皇
陵
の
近
く
に
来
る
と
、
こ
の
歌
を
思

い
出
し
ま
す
。

　

明
日
香
の
里
を
後
に
し
て
いっ
た
な

ら
ば
、
あ
な
た
の
い
る
あ
た
り
を
目
に

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
歌
で
す
。
題
詞

に
は
和
銅
三
年（
７
１
０
）平
城
宮
へ
遷

る
時
の
歌
と
あ
り
ま
す
が
、
注
に
は

太
上
天
皇（
持
統
天
皇
）の
御
製
歌
と

も
あ
り
ま
す
。
持
統
天
皇
は
７
０
３

年
に
崩
御
し
た
の
で
、
生
前
の
作
と

す
れ
ば
「
君
が
あ
た
り
」は
天
武
天
皇

陵
を
指
す
か
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

当
時
は
ま
だ
ひ
ら
が
な
も
カ
タ
カ

ナ
も
な
か
っ
た
た
め
、
歌
も
外
来
の
文

字
で
あ
っ
た
漢
字
を
利
用
し
て
「
飛
鳥

明
日
香
能
里
乎
置
而
伊
奈
婆
…
」
と

い
う
よ
う
に
書
き
記
さ
れ
ま
し
た
。

　

ト
ブ
ト
リ
ノ
は
地
名
ア
ス
カ
を
修
飾

風そよぐ緑の棚田、のどかで静かな村の昼下がり、心
づくしの地元グルメ。飛鳥の日常風景を20代の爽や
かな感性で切り取り、インスタグラムで発信するあす
かっこちゃん。20〜30代を中心に人気で「投稿を見
て飛鳥に来ました！」という声をたくさん聞きます。

あすかっこちゃんは生まれも育ちも明日香村。大学卒
業後に就職するも、観光の仕事に携わりたいと強く思
うようになり退職。時間ができたこともあって地元をい
ろいろ巡ったそう。「よく稲渕に行ったんですが、やっぱ
り飛鳥っていいところだなあって。友達に話したら、そ
んなに飛鳥が好きやったら飛鳥専用のインスタ作った
ら？って。そこからです、インスタを始めたのは」。

かつて飛鳥のインスタといえば遺跡や古墳が多くて
シブめでしたが、あすかっこちゃんの写真や動画はナ
チュラルで軽やか。「若い人にも来てほしいなと思って。
景色はもちろん、食べ物はマストです（笑）」。

今年３月、「明日香村のためになることをしたい」とアス
カイロを起業。村内の事業者のＨＰやパンフレット写
真、家族写真の撮影、インスタ支援などを精力的に展
開。「飛鳥をこの先一緒に守っていきたいと思ってくれ
る方が増えたら嬉しい」。そう語る目は力強く、輝いて
います。

天武・持統天皇（檜隈大内陵）。天武天皇のために築かれましたが、
後に亡くなった持統天皇が合葬されています。

飛鳥の空気、ゆったり流れる時間、
村人のあったかい人柄が好き。

あすかっこちゃん
公式Instagram

1）「あすかっこちゃん」こと辻本一帆さん。アスカイロ代表。フォトグラファー、
 ビデオグラファー、インスタアドバイザー、飛鳥応援大使。
2） 橘寺の大銀杏。黄色の絨毯がふわふわで、毎年楽しみにしています。
3） La ville〜都〜のショートケーキ風パフェ。ビジュアルが良すぎて女性は
 絶対大好きだと思います！
4） 岡寺の手水舎。ビー玉が本当にきれいで紅葉が映えます。

す
る
決
ま
り
文
句
の
よ
う
な
も
の
で
、

ア
ス
カ
の
地
を
象
徴
す
る
こ
と
ば
と
し

て
、
ト
ブ
ト
リ
と
言
え
ば
ア
ス
カ
が
連

想
さ
れ
る
ま
で
に
歌
の
表
現
が
定
着

し
て
は
じ
め
て
、
ア
ス
カ
を「
飛
鳥
」と

い
う
文
字
列
で
書
き
表
せ
た
と
い
え

ま
す
。

■飛鳥の若びと

地元インスタグラマー「あすかっこちゃん」

3
2
4

1

今
回『
飛
鳥
び
と
』の
新
し
い
題
字
を

揮
毫
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ど
ん
な
思
い
を
込
め
ら
れ
ま
し
た
か
？

　

飛
鳥
の
も
つ
伝
統
的
な
風
合
い
や
美
的

な
世
界
。
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
、

都
の
跡
と
し
て
風
格
の
あ
る
書
体
を
意
識

し
ま
し
た
。
文
字
の
大
き
さ
を
変
え
て
み

た
り
、
紙
質
・
筆
・
墨
を
変
え
て
み
た
り
。

墨
の
滲
み
に
よ
っ
て
文
字
の
表
情
も
違
う
か

ら
、
延
々
と
書
き
続
け
た
ん
で
す
け
ど
、
ほ

ん
と
に
決
ま
ら
な
か
っ
た
の（
笑
）。
絵
も
そ

う
で
す
が
、
最
初
は
表
情
が
硬
く
出
て
く

る
ん
で
す
。
で
も
繰
り
返
し
て
い
く
う
ち
に

作
者
の
気
持
ち
が
乗
っ
か
っ
て
、
技
術
的
に

も
な
め
ら
か
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。

絵
の
描
き
方
は
、

昔
と
今
と
で
変
わ
り
ま
し
た
か
？

　

画
業
70
年
で
す
が
、若
い
と
き
の
絵
と
違
っ

て
省
略
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
長

く
生
き
ら
れ
た
他
の
画
家
さ
ん
も
、
自
分

と
同
じ
よ
う
な
流
れ
や
リ
ズ
ム
で
絵
が
省
略

さ
れ
て
い
ま
す
。
長
生
き
の
魅
力
は
そ
こ
か

な
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
ち
ょっ
と
で
も

長
く
生
か
さ
れ
た
ら
、
も
っ
と
え
え
の
が
出

て
き
そ
う
。
も
し
も
１
０
０
歳
に
な
っ
た
ら
、

も
っ
と
絵
が
変
わ
る
か
と
思
い
ま
す
。

飛
鳥
を
描
き
続
け
る
日
本
画
家

烏
頭
尾 
精

烏
頭
尾
精
さ
ん
は
、
飛
鳥
に
暮
ら
し
な
が
ら
70
年
に
わ
た
っ
て

飛
鳥
の
風
景
を
描
い
て
き
た
生
粋
の
飛
鳥
び
と
。

92
歳
の
今
も
な
お
創
作
意
欲
を
掻
き
立
て
る

飛
鳥
の
魅
力
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

スペシャルインタビュー

撮影協力／岡寺

奈良県立万葉文化館

井上さやか
博士（文学）。専門は

『万葉集』を中心とした
日本文学・日本文化。現
在、奈良県立万葉文化
館企画・研究係長。著
者に『万葉集からみる

「世界」』（新典社）など。
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