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あがた いあがた い

『賀茂翁家集』に収録
されている『岡部日記』

『万葉集遠江歌考』

賀茂真淵翁を知ろう

縣居神社本殿にて生誕祭が行わ
れました。その後、講師に賀茂真淵
記念館の伊熊敬一先生を迎え、「
賀茂真淵記念館の収蔵品から」を
題目に貴重なお話を頂きました。

今
年
も﹁
立
志
の
丘
﹂か
ら
き
れ
い
な
初
日
の
出

を
拝
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
︒

理
事
一
同
で
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

縣
居
神
社﹁
新
年
祭
﹂

令
和
五
年
元
日

︵
12
︶　
荷
田
春
満
と
浜
松
国
学

︵
13
︶　
真
淵
　
江
戸
に
出
る

【賀茂真淵記念館所蔵】

ご
挨
拶

賀
茂
真
淵
翁
遺
徳
顕
彰
会　

会
長　

山
下
智
之

江
戸
に
出
て
後
︑
居
を
転
々
と
し
︑
筆

耕
︑
家
庭
教
師
な
ど
を
し
な
が
ら
生
活

の
た
め
に
辛
酸
を
嘗
め
て
い
た
真
淵
で

し
た
が
︑
や
が
て
︑
真
淵
の
学
識
を
理

解
す
る
人
が
ま
わ
り
に
増
え
て
き
ま
し

た
︒
同
郷
の
盲
目
の
歌
人
小
野
古
道
が

入
門
し
ま
し
た
︒
村
田
春
道
の
よ
う
な

富
豪
と
も
交
渉
を
持
つ
よ
う
に
な
り
︑

そ
の
子
の
春
郷
・
春
海
が
入
門
し
ま
し

た
︒
弟
子
が
で
き
来
客
も
増
え
︑
生
活

が
固
ま
っ
て
き
た
真
淵
は
︑
寛
保
二
年

(

一
七
四
三)

二
月
︑
四
十
六
歳
で
茅

場(

か
や
ば)

町
に
家
を
構
え
ま
し
た
︒

土
地
は
︑
大
岡
越
前
守
配
下
の
与
力　

加
藤
枝
直
に
借
り
ま
し
た
︒
枝
直
は
自

﹁
岡
部
日
記
﹂
は
︑
元
文
五
年(

一
七

四
〇)

四
十
四
歳
の
閏
七
月
八
日
江
戸

を
発
ち
︑
同
月
十
二
日
の
夕
方
浜
松
に

帰
省
︑
二
か
月
の
滞
在
後
︑
九
月
十
一

日
に
浜
松
を
出
立
︑
九
月
十
七
日
に
江

戸
に
戻
る
ま
で
の
旅
の
様
子
を
記
し
た

紀
行
文
で
す
︒
日
記
の
初
め
に
︑﹁
此

の
秋
は
い
ざ
な
ふ
人
さ
へ
あ
れ
ば
︑
い

で
や
母
を
も
を
が
み
︑
つ
ま
子
は
ら
か

ら
に
も
あ
は
ば
や
と
て
︑
後
の
七
月
八

日
つ
と
め
て
た
ち
い
ず
づ
﹂
と
︑
旅
の

目
的
を
書
い
て
い
ま
す
︒
訪
れ
た
土
地

と
歴
史
を
結
び
つ
け
た
学
識
の
深
さ
に

驚
か
さ
れ
︑
郷
土
へ
の
限
り
な
い
愛
着

に
心
打
た
れ
ま
す
︒
菊
川
で
は
﹃
太
平

記
﹄
の
一
節
を
記
し
︑掛
川
の
日
坂(

日

水
田
で
農
民
が
ど
ろ
ま
み
れ
に
な
っ
て
︑
苗
取
り
を
し
て
い
る
様
子

を
詠
み
︑
農
民
の
生
活
や
働
く
人
々
を
思
い
︑
国
中
の
平
和
な
時
間

帯
に
心
が
は
ず
み
ま
し
た
︒

縣
居
神
社﹁
例
大
祭
﹂　

賀茂真淵翁「生誕祭」

令和5年5月25日～
　　　　令和5年9月24日
令和5年11月30日～
　　　　令和6年5月19日

活
動
報
告

記
に
は﹁
新
坂
﹂)

で
は
清
少
納
言
の﹃
枕

草
子
﹄や
鴨
長
明
の﹃
発
心
集
﹄か
ら﹁
こ

と
の
ま
ま
の
明
神
﹂
に
つ
い
て
感
慨
深

く
述
べ
て
い
ま
す
︒

﹁
万
葉
集
遠
江
歌
考
﹂
は
︑
真
淵
の
万
葉

集
の
研
究
と
し
て
最
も
早
い
時
期
の
著

作
で
す
︒
内
容
は
︑
遠
江
で
詠
ま
れ
た

歌
や
遠
江
出
身
の
防
人
の
歌
な
ど
十
八

首
に
つ
い
て
の
解
説
で
す
︒
た
い
へ
ん

緻
密
︑
丁
寧
な
名
文
で
記
さ
れ
︑
真
淵

の
万
葉
集
の
研
究
の
基
と
な
っ
た
著
作

と
言
え
ま
す
︒こ
の
歌
考
で
︑真
淵
は﹁
引

馬
野
に
に
ほ
ふ
榛
原
入
り
乱
れ
衣
に
ほ

は
せ
旅
の
し
る
し
に
﹂
の
歌
は
郷
土
浜

松
で
詠
ま
れ
た
も
の
だ
と
断
定
し
て
い

ま
す
︒

　
　
　
　

賀
茂
祭

年
ご
と
に　

け
ふ
の
葵
を　

か
け
ま
く
も　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
た
じ
け
な
し
や　

賀
茂
の
氏
人

真
淵
は
鴨
武
角
身
命
を
祭
る
賀
茂
神
社
を
大
変
誇
り
に
思
っ
て
い
て
毎

年
︑
賀
茂
祭
︵
葵
祭
︶
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
思
い
︑
賀
茂
神
社
の
氏

子
た
ち
に
い
つ
も
な
が
ら
に
有
難
く
感
謝
の
歌
を
詠
み
ま
し
た
︒

こ
の
祭
り
が
終
わ
る
と
︑
田
植
え
の
季
節
を
迎
え
ま
す
︒

賀
茂
祭
・・・
京
都
で
は
石
清
水
祭
︑
春
日
祭
と
共
に
三
勅
祭
の
一
つ
で
︑

﹁
祭
﹂
と
い
え
ば
賀
茂
祭
の
こ
と
を
指
し
ま
す
︒

　
　
　
　

か
み
ゑ
に
早
苗
う
丶
る
か
た
書
け
る
を

い
そ
ぎ
て
ぞ　

さ
苗
ハ
う
ゑ
む　

足
び
き
の　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
ま
時
鳥　

な
き
に
し
も
の
を

皆
で
早
苗
を
植
え
て
い
る
と
︑
ほ
と
と
ぎ
す
が
歓
迎
し
て
く
れ
ま
す
︒

そ
し
て

　
　
　
　

屏
風
に
雨
ふ
る
に
人
多
く
早
苗
と
る
所

大
御
田
の　

み
な
わ
も
ひ
ぢ
も　

か
き
た
れ
て　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
る
や
さ
苗
ハ　

我
君
の
為

　

賀
茂
翁
家
集
の
﹁
夏
歌
﹂
に
は
次
の
歌
が
あ
り
ま
す
︒

賀茂真淵記念館　平常展　

「賀茂真淵と
国学者の個展研究」

詳しくは
「賀茂真淵記念館」
のホームページを
ご覧ください　

分
の
勉
学
と
子
の
千
陰
の
教
育
の
た
め

に
︑
真
淵
を
地
所
の
一
角
に
招
き
ま
し

た
︒(

後
に
︑
村
田
春
海
と
加
藤
千
蔭

は
歌
会
・
文
会
を
盛
ん
に
開
き
︑
江
戸

派
歌
人
の
双
璧
と
称
さ
れ
た
︒
と
も
に

県
門
四
天
王
の
一
人
︒)

真
淵
は
︑
優
れ
た
人
々
と
の
交
渉
に

よ
っ
て
学
問
も
磨
か
れ
︑
い
よ
い
よ
著

述
に
と
り
か
か
り
ま
す
︒
真
淵
四
十
四

歳
の
と
き
浜
松
に
帰
省
し
た
旅
を
﹁
岡

部
日
記
﹂
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
︒
ま

た
︑
四
十
六
歳
の
冬
に
は
﹁
万
葉
集
遠

江
歌
考
﹂︑翌
年
に
は
﹁
百
人
一
首
古
説
﹂

を
著
し
ま
し
た
︒

令
和
四
年
十
月
三
十
日

令和5年3月4日 か
も
た
け
つ
の
み
の
み
こ
と
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