
2
0
t
t
.
5
.)4

伯
者
文
化
研
究
会

5
月
例
会

八
幡
神
社
蔵

･
中
村

一
息
奉
納

｢三
十
六
歌
仙
額
｣
に
つ
い
て

米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授

原

豊
二

項
目

l
t
｢三
十
六
歌
仙
額
｣
発
見
の
経
緯

『
中
村
記
』
『伯
者
志
』.
な
ど
に
既
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

2
'
画
像
の
検
証
1
プ
ロ
ジ

ェ
ク
タ
ー

慶
長
時
代
の
描
画
と
元
禄
時
代
の
描
.Gj
に
注
意

3
､
中
村

l
忠
の
奉
納
と
内
膳
事
件
嘗

ri
a

･

奉
納
の
目
的
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か

(徳
川
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
)

4
'
竹
内
目
安
斎
の
文
化
活
動
と

｢歌
仙
徹
｣
の
修
復

句
滑
地
草
』
の
所
蔵
と

『
伯
陽
六
社
み
ち
の
.ITji』
の
記
述

5
､
今
後
の
保
存

･
修
復
と
閲
覧
に
む
け
て

赤
外
線
調
査
の
後
'
剥
落
防
止
､
現
物
の
展
覧

I

6
､
米
子
の
和
歌
文
化
を
考
え
る

江
戸
時
代
初
期
か
ら
和
歌
文
化
は
受
容
さ
れ
'
後
の
目
安
斎
や
鷲
見
保
明
へ
'
さ
ら
に
幕
末

へ

【参
考
資
料
-

】

八
幡
神
社
所
蔵
和
歌
資
料

調
査
報
告

①

『
晴
地
草
』
刊
本

全
6
0
T

出
室
大
社
に
奉
納
す
る
た
め
に
舶
識
さ
れ
た
和
歌
蝕
で
あ
る
｡
歌
人
に
は
両
位
地
ガ
の
人
物
が
多
く
仙

ら
れ
る
.
米
子
の
唐
物
繭
で
あ
っ
た
竹
内
時
公
爵
(16
3
8
･)70
8)

の
編
範
で
あ
る
.
光
軸
1
5
隼
()70
2
)

刊
｡
本
来
は
上
下
巻
で
あ
る
が
､
八
肺
神
社
本
は
ド
巻
を
逸
し
て
い
る
｡

『
滑
地
草
』
は
稀
春
で
あ
り
､
伝
本
が
少
な
い
｡
神
宮
文
庫

(伊
勢
神
宮
)
に
上
下
巻
､
大
阪
市
立
大

学
附
属
図
書
館
森
文
庫
に
上
巻
の
み
､
帖
人
神
社

(松
江
市
鹿
島
町
)
に
上
下
巻

(た
だ
し
下
巻
は
模
写

本
'
こ
れ
は
足
立
正
に
よ
る
寄
贈
)､
北
島
家

(出
雲
市
大
社
町
)
に
上
下
巻
2
組
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
は
刊
本
で
あ
る
が
､
.大
原
俊
二
氏

(米
子
荷
)
所
蔵
本
は
下
巻
の
み
の
写
本
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､

時
安
斎
自
筆
の
も
の
と
見
ら
れ
る
｡

八
幡
神
社
本
は
こ
こ
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
『清
地
草
』
が
編
者
で
あ
る
竹
内
時
安
斎
の
居

住
地
近
辺
か
ら
発
見
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
｡
下
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
｡

『
近
世
和
歌
撰
集
集
成
地
下
篇
』
(明
治
書
院

･

1985年
)
に
翻
刻
が
載
る
｡

②

『
和
歌
論
』
写
本

全
8
丁

神
道
色
の
強
い
歌
論
春
で
あ
る
｡
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
書
写
と
考
え
ら
れ
る
｡
冒
頭
部
分
を
翻
字
す
る
｡

′-



｢和
歌
と
い
ふ
は
日
本
の
う
た
と
い
ふ
こ
と
な
り
和
歌
は
神
代
に
あ
り
て
素
尊
の
神
詠
に
始
る
こ
れ
よ
り

ま

へ
は
諾
尊
の
混
本
歌
あ
れ
と
も
･-
｣

③

『
古
今
三
鳥
三
木
秘
訣
』
写
本

全
8
T

｢古
今
伝
授
｣
に
関
連
す
る
和
歌
資
料
で
あ
る
｡
『
古
今
集
』
に
表
わ
さ
れ
る

｢三
鳥
｣
と

｢三
木
｣
に
関

わ
る
秘
伝
を
記
す
.
文
化
1
5
年

(1818)
の
書
写
か
｡
奥
書
に
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

｢享
保
庚
戊
之
九
月
廿
五
日

文
雄

敬
敢
｣

･
｢天
明
四
辰
冬
十
月
十
二
日
於
滞
成
舎
護
写
之

越
智
定
lL
｣

｢文
化
十
五
年
秋
九
月

京
都
吉
田
松
岡
氏

ニ
テ
写
之

虜
江

藤
原
重
徳
｣

｢筆
者

備
中
後
月
郡
井
森
神
社

社
主

三
宅
長
門
｣

冒
頭
部
分
を
細
字
す
る
.

｢夫
和
歌

ハ
二
神
浮
橋
ノ
言
薬
ヨ
リ
起
レ
リ
ト
知
リ
テ
天
地
即
和
歌
ナ
ル
事
ヲ
知
ラ
ズ
又
素
尊
ノ
五
七
五

七
々
ノ
言
葉
是
和
歌
ノ
体
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
諾
尊
ノ
-
｣

備
考

‥
八
幡
神
社
か
ら
は
こ
れ
ら
の
他
に
も
和
歌
防
連
資
料
､
は
く
文
学
資
料
が
遮
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
り
､
今
後
の
朋
盤
が
保
た
れ
る
｡

【参
考
資
料

Ⅲ
】

八
幡
神
社

･
三
十
六
歌
仙

和
歌
解
読

(仮
)

左
1

仙

本

人
僻
目

ほ

の

ぼ

の
と

別

れ

の
洲

の
柳
瀬

に

仙

鵬
れ
行
く
州

む

し

ぞ
川心
ふ
3
･

左
.2

凡
河
内
窮

恒

化
吉
の
松
を
秋
風
吹
く
か
ら
に
声
打
ち
添
ふ
る
沖
つ
白
波
②

〃
‥1

人

伴
･:JA杓

か
/
JJJ
.iJ
の
沌

1
.る
他
に

;･･:く
加
の
H
i>J
か

化
か
は
政
で
s
t日
に
〓
る
8

人
5

如
什
肌
恥

音
に
の

み

き
く
の
山
舶
夜
･仇
お
き
て
帖
は
‖
心
ひ
に
敗

へ
ザ
刑
ぬ
べ
し
④

左
6

猿
丸
大
夫

J
～
ち

二

ち

遠

近

の

た
づ
き
も
知
ら
ぬ
山
中
に
お
ぼ

つ
か
な
く
も
呼
子
鳥
か
な
⑤

左
7

藤
原
兼
輔

人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
⑥

左
8

藤
原
敦
忠

伊
勢
の
海
の
千
尋
の
浜
に
拾
ふ
と
も
今
は
何
て
ふ
か
ひ
か
あ
る
べ
き
⑦

左
9

痕
公
忠

～



～_
と
と
g
ナ

行
き
や
ら
で
山
路
暮
ら
し
つ

郭

公

今

一
声
の
聞
か
ま
ほ
し
さ
に
⑧

左

1
2

源
宗
干

ひ
と
し
ほ

と
き
は
な
る
松
の
緑
も
春
来
れ
ば
今

1

人

の

色
増
さ
り
け
り
⑨

左

1
3

藤
原
清
正

ふ
け

い

た
づ

天
つ
風

吹

飯

の
浦
に
ゐ
る

鶴

の

な
ど
か
雲
居
に
帰
ら
ざ
る
べ
き
⑳

左

1
6

小
大
君

岩
橋
の
夜
の
契
り
も
絶
え
ぬ
べ
･し
明
く
る
掩
し
き
葛
城
の
神
⑪

右

1

紀
貫
之

大
原
や
を
し
ほ
の
山
の
小
松
原
は
や
こ
だ
か
か
れ
千
代
の
彩
み
ん
⑫

右

5
･
紀
友
則

夕
さ
れ
ば
佐
保
の
川
原
の
川
霧
に
友
ま
ど
は
せ
る
千

烏
鵬く
な
り
⑬

右

6

小
野
小
町

色
見
え
で
移
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぎ
り
け
る
⑭

右

7

藤
原
朝
忠

(不
明
)

右

8

藤
原
高
光

(
.+
桝
)

ム

9

1.私
心

吟

有
明
の

つ

れ
な
く
見
え
し
別
れ
よ
り
暁
ば
か
り
菱
き
物
は
な
し
⑮

右

1
0

大
中
臣
構
造

i-
i_

.
節
に

｢
代

に
い
め
i
ろ
化
な
れ
ば
焚
く
♪
寸
i
･>
_
じ
H
が
JIJJ化
け
比
S

ム

-
1

船
舶
之

夏
刈
り
の
玉
江
の
花
を
肺
み
し
だ
き
鵬
れ
ゐ
る

鳥
の
‥7
.
つ
窓
ぞ
な
き
⑰

右

1
3

源
順

も

々
み
･

b
な
か

水
の
面
に
照
る
月
次
を
数
ふ
れ
ば
今
宵
ぞ
秋
の
最
中
な
り
け
ち
⑱

右

1
7

壬
生
忠
見

そ

恋
す
て
ふ
我
が
名
は
ま
だ
き
立
ち
に
け
り
人
知
れ
ず
こ
そ
思
ひ

初

め
し
か
⑬

右
1
8

中
務

と

秋
風
の
吹
く
に
つ
け
て
も
訪
は
ぬ
か
な
荻
の
菓
な
ら
ば
音
は
し
て
ま
し
⑳



※
①

～
⑳
は
解
読
し
た
和
歌
の
通
し
番
号
｡

【参
考
資
料
Ⅲ
】

中
村

一
忠
と
和
歌

江
戸
時
代
初
期
に
米
子
城
主
で
あ
っ
た
中
村

1
忠

(1590･
)609)の
伝
記

『
中
村
記
』
に
は
'
興
味
深
い

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
｡

I
忠
が
国
替
え
で
米
子
に
来
て
後
t
.後
醍
醐
天
皇
(
1
2
8
8
･13
39)か
ら
深
田
家
に
下
賜
さ
れ
た

『
古
今
和

歌
集
』
が

-
忠
の
手
に
渡
っ
た
｡
こ
の
『
古
今
和
歌
集
』
は
'
著
名
な
歌
人
で
あ
る
藤
原
定
家
(
)
1
6
2
･
1
2
4
)
)

の
雅
に
よ
る
も
の
で
､
時
代

･
筆
者
と
も
に
喪
韮
な

一
書
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
と
こ
ろ
が

'

米
子
藩

の
重
鎮
で
あ
っ
た
横
田
内
膳

(1552･)
6
03)は
こ
れ
を
奪
い
取
り
､
し
か
も
亡
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
｡

こ
の
こ
と
に
憤
慨
し
た

一
忠

は
､
現
在

の
米
子
市
束
八
幡
に
あ
る
八
幡
神
社
で
密
議
を
交
わ
し
'
内
膳
殺

傷
の
計
画
を
立
て
た
｡
こ
れ
が
有
名
な
内
膳
事
件
と
な
り
､
横
田
内
膳
は
横
死
'
ま
た
御
家
騒
動
と
さ
れ
'

徳
川
家
か
ら
は
強
い
遣
蟻
の
意
が
伝
え
ら
れ
た
｡
そ
し
て
'
関
係
者
の
切
腹

へ
と
事
態
は
急
変
す
る
O
そ

の
後
'
中
村

一
忠
は
二
十
歳
ほ
ど
で
急
死
し
､
中
村
家
は
御
家
断
絶
と
な
っ
た
.
こ
の
時
､
殉
死
し
た
二

人
は
､
そ
の
死
の
前
に
辞
世
の
和
歌
を
詠
み
'
そ
の
短
冊
を
宙
に
投
げ
た
と
い
う
O

さ
て
へ
こ
の

『
中
村
記
』
は

一
般
に

｢実
録
物
｣
と
い
う
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
で
､
到
底
､

歴
史
的
な
真
実
を
伝
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
面
白
く
な
る
よ
う
に
､
相
当
な
脚
色
を
加
え
て

い
る
と
比
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
米
子
の
街
の
過
般
造
り
を
担

っ
た
横
田
内
膳
を

l
方
的
に
収
め
る
と
い
う
の

は
へ
や
は
り
バ
ラ
ン
ス
に
欠
く
C
こ
こ
で
爪
要
な
の
は
'
む
し
ろ
こ
の

『
中
村
記
』
が
杏
か
れ
た
江
戸
時

代
中
頃
の
米
子
の
文
化
的
な
動
向
の
方
で
あ
る
｡
元
禄
時
代
に
は
､
竹
内
時
安
斎

(1638･)
7
08?)と
い
う
人

物
が
出
雲
大
社
に
和
歌
集
を
奉
納
す
る
な
ど
､
盛
ん
に
文
芸
活
動
を
行
っ
て
い

た
｡
そ
う

し
た
和
歌
文
化

を
鵬
肋
し
た
地
域
の
知
臓
屑
が
､
こ
の
よ
う
な
舟
敵
に
ま
つ
わ
る
物
[･-朋
を
川
作
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡と

こ
ろ
が
､
米
卜
の
小
欣
･Jt/
化
け
や
は
り

.
心
の
時
代
止
で
遡
る
の
で
は
な
い
か
と
最
近
考
え
る
よ
う

に
な

っ
た
｡
と
い
う
の
は
､
九
の
八
幡
神
経
か
ら

1
恕
奉
納
の

｢三
十
六
歌
仙
額
｣
が
出
て
来
た
か
ら
で

あ
る
｡
絵
は
荻
野
正
長
で
へ
こ
の
人
物
は
狩
野
松
栄

(LSL9･1
5
9
2
)
の
門
人
と
い
う
｡
長
年
の
風
雪
で
絵
柄

の
状
態
は
決
し
て
良
く
な
い
が
'
中
村
時
代
の
米
子
の
文
化
状
況
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
は
最
高
の
逸
品

に
違
い
な
い
｡
今
後
の
学
術
的
な
調
査
の
進
展
を
侯
ち
た
い
｡
(原
豊
二

･
米
子
高
専
准
教
授
)

〔好
き
で
す
Y
O

NA
GO
か
わ
ら
版

(掲
載
予
定
)〕

【参
考
資
料
Ⅳ
】
新
聞
各
紙

- 4(-


