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賀茂真淵翁を知ろう（５）　　真淵の幼少時代
　

父
政
信
は
賀
茂
神
社
の
神
官
︒
農
業
な
ど
に
も
多
忙
な
中
︑
和
歌
を
た
し

な
む
教
養
の
あ
る
人
だ
っ
た
︒

歌
会
で
詠
ん
で
い
る
︒　

　

流
れ
出
ぬ
里
の
小
川
も
氷
と
く
初
春
風
を
水
上
に
し
て

    

夢
さ
め
て
昔
覚
ゆ
る
手
枕
に
あ
や
し
く
匂
う
風
の
立
ち
花

母
は
信
心
深
く
︑
神
仏
を
尊
び
人
を
大
切
に
し
︑
貧
乏
な
者
を
哀
れ
み
乞
食

に
は
物
を
与
え
た
り
す
る
思
い
や
り
の
あ
る
人
だ
と
人
々
が
言
い
合
っ
て
い

た
こ
と
を
真
淵
は
追
想
し
﹁
後
の
岡
部
日
記
﹂
に
書
い
て
い
る
︒

　

真
淵
は
︑
も
の
心
が
つ
く
よ
う
に
な
る
と
両
親
か
ら
和
歌
を
教
わ
っ
た
︒

母
の
前
で
和
歌
を
詠
む
と
母
が
古
歌
の
よ
さ
を
指
摘
す
る
︑
す
る
と
︑
父
ま

で
が
顔
を
出
す
︒
し
か
も
﹁
万
葉
﹂
な
ど
が
話
題
に
な
っ
た
と
︑
真
淵
は
後

年
﹁
歌
意
考
﹂
で
書
い
て
い
る
︒

８月７日　縣居神社にて七夕祭が齋行されま

した。この日は台風のため、例年は参道を賑
やかに飾る笹竹は拝殿に納められ、三浦豊宮
司が祝詞を奏上され願いが叶うように祈願しま
した。また、「真淵が楽しんだ昆虫」と題して、
桶ケ谷沼ビジターセンター官長　細田昭博氏に
よる興味深いお話を聴くことができました。

長年風雨にさらされ本殿の階段が朽ち壊れました。
顕彰会の予算内ですので、十分なことはできません
でしたが修繕しました。

　

幼
い
真
淵
は
︑
神
社
の
杜
か
ら
様
々
な
こ
と
を
学
ん
だ
︒
樹
々
が
季
節
に

よ
っ
て
移
ろ
う
様
や
小
鳥
の
姿
や
虫
の
声
な
ど
︑
幼
く
純
粋
な
心
で
感
じ

取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
真
淵
は
晩
年
︑

　

世
の
人
の
花
鳥
に
し
も
習
い
せ
ば
昔
に
返
る
時
も
あ
ら
ま
し

︵
世
の
中
の
人
が
あ
の
花
や
鳥
を
見
習
っ
た
な
ら
心
素
直
な
古
代
に
返
る
こ

と
も
あ
ろ
う
に
︶
と
詠
ん
だ
︒
幼
い
頃
の
体
験
が
蘇
っ
た
も
の
だ
ろ
う
︒

六
十
九
歳
の
﹁
国
意
考
﹂
で
は
︑

　

世
の
中
の
生
く
る
も
の
を
︑人
の
み
貴
し
お
も
ふ
は
お
ろ
か
な
る
こ
と
也
︒

　

天
地
の
父
母
の
目
よ
り
は
人
も
獣
も
鳥
も
虫
も
同
じ
こ
と
成
る
べ
し
︒

と
︑
言
っ
て
い
る
︒
真
淵
を
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
視
点
で
あ
り
︑
現

代
に
も
通
用
す
る
も
の
だ
ろ
う
︒

②本居宣長「しきしまの大和心を人とはば　 朝日に匂ふ山ざくらばな」

①賀茂真淵　真淵 60 歳の作。内山真龍家の桜といわれる。

④松島十湖「訪ふ人もひとふしあれや竹の春」

③二宮尊徳「元日やことしも来るぞ大晦日」　　
　                 「人の短をいふことなかれ己の長を説く事なかれ」
　松尾芭蕉「ものいえば唇寒し秋の風」
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浜
松
市
東
区
豊
西
町

﹁
百
区
塚
﹂

う
ら
う
ら
と

長
閑
︵
の
ど
︶
け
き
春
の

　
心
よ
り　
匂
ひ
出
で
て
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
山
ざ
く
ら
花

　
﹁
百
句
塚
﹂
は
明
治
三
十
九

年
四
月
︑
笠
井
町
の
福
来
寺
境

内
に
建
立
さ
れ
た
︒
発
起
人
は

大
木
久
市
郎
︑
補
佐
は
発
起
人

の
俳
諧
の
師
で
あ
り
︑
遠
江
を

代
表
し
た
旧
派
の
宗
匠
・
松
島

十
湖
で
あ
る
︒
建
立
時
の
俳
人

は
百
十
六
人
︑
そ
の
う
ち
県
外

は
四
十
四
人
を
数
え
た
︒
そ
の

後
︑
百
句
塚
は
街
の
発
展
に
伴

い
︑
御
殿
山
︑
法
永
寺
と
二
度

の
移
転
築
造
を
経
て
︑
平
成
二

十
二
年
に
十
湖
の
故
郷
︑
豊
西

町
に
﹁
十
湖
百
句
塚
﹂
と
改
称

し
て
移
転
築
造
さ
れ
た
︒

浜
松
近
郊
の
真
淵
歌
碑

　十湖塚東交差点より南３００ｍに案内看板があります。百区塚のご案内
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賀
茂
真
淵
翁
遺
徳
顕
彰
会　

会
長　

山
下
智
之

　
　
　

埋　
　

火

埋
火
に　

円
ゐ
せ
る
夜
は　

を
の
ず
か
ら

か
た
り
ぞ
出
る　

春
の
あ
ら
ま
し

　
　
　

鷹　
　

狩

お
も
ほ
え
ず　

雪
ふ
み
分
け
て　

か
り
く
ら
し

遠
く
こ
し
野
べ
は　

か
へ
さ
に
ぞ
し
る

同
日
よ
め
る　

冬
の
こ
ろ
光
治
の
家
に
あ
そ
び
て

又
ぞ
来
む　

け
ふ
は
霜
ふ
め　

後
の
日
は

み
ぎ
り
の
雪
に　

跡
な
を
し
み
そ

　
　
　
　
　
　
　
　

     　
　

賀
茂
真
淵(

二
十
六
歳)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

真
淵
は
﹁
光
治
家
﹂
に
お
い
て
詠
い
ま
し
た
︒

　

最
初
に
︑
引
き
こ
も
り
が
ち
の
夜
は
私
の
方
か
ら
春
の
こ
と
を
思

い
巡
ら
す
よ
う
に
お
話
し
が
出
て
し
ま
い
ま
す
︒
次
に
︑
思
い
も
し

な
い
で
雪
を
踏
み
分
け
て
︑
鷹
狩
を
し
よ
う
と
遠
く
か
ら
や
っ
て
き

た
野
の
辺
り
は
︑
萱
に
よ
っ
て
分
か
る
こ
と
で
す
︒
そ
し
て
さ
ら
に
︑

今
日
は
霜
を
踏
ん
で
ま
た
来
よ
う
︒
で
す
か
ら
︑
後
の
日
に
降
る
雪

の
跡
を
残
念
に
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
よ
︒　

　

こ
の
日
は
ゆ
っ
く
り
と
光
治
の
家
で
︑
多
く
を
楽
し
く
語
っ
た
の

で
し
ょ
う
︒
こ
の
光
治
は
藤
原
光
治
と
い
う
連
尺
に
お
い
て
味
噌
醤

油
な
ど
を
商
売
と
し
た
豪
商
で
す
︒
屋
号
は
﹁
伊
勢
屋
﹂
と
称
し
て

い
ま
し
た
︒
間
口
数
十
間
も
あ
っ
た
の
で
水
野
忠
邦
が
浜
松
城
入
城

の
際
は
先
発
の
士
三
十
数
名
が
宿
と
し
た
豪
邸
で
し
た
︒

　

賀
茂
真
淵
翁
の
命
日
に
当
た
る
十
月
三
十
日
︑
縣
居
神
社

に
て
﹁
例
大
祭
﹂
が
齋
行
さ
れ
ま
し
た
︒

真
淵
の
後
胤
の
方
々
や
真
淵
に
ゆ
か
り
の
あ
る
方
々
が
参
列

し
︑
厳
か
に
営
ま
れ
ま
し
た
︒
本
殿
の
御
扉
が
開
か
れ
る
の

は
一
年
で
こ
の
と
き
だ
け
で
す
︒
顕
彰
会
か
ら
も
会
長
︑
副

会
長
が
参
列
し
ま
し
た
︒

例大祭の様子

　http://kamonomabuchi.com遺徳顕彰会会員を募集しております。詳しくはホームページをご覧ください。


