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『
続
の
原
』
輪
講

冬
三
番

発
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日

平
成

年
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日
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宮
脇
真
彦

21
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21

〈
本
文
〉

三
番

左

持

夜
興

よ

こ
う

我
笠
に
月
夜
忘
る
ゝ
夜
興
哉

コ
齋

わ
が

か
な

右

い
づ
れ
狸
得
失
覚
て
犬
も
な
し

文
鱗

さ
め

ひ
だ
り
の
句
、
茂
み
ふ
か
く
分
入
狩
人
の

わ
け
い
る
か
り
う
ど

形
容
い
ぶ
か
し
き
所
有
。

あ
り

右
の
句
も
、
す
が
た
つ
よ
く
言
葉
も

た
く
み
に
き
こ
え
侍
れ
ど
も
、
其
得
失
、

そ
の

我
も
わ
き
が
た
し
。

仍

以

持
ト
ス

。

よ
つ
て
も
つ
て

〈
現
代
語
訳
〉

左

持
（
引
き
分
け
）

夜
興

我
が
笠
が
月
の
光
を
遮
っ
て
、
皎
々
と
冬
の
山
間
を
照
ら
す
月
夜
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
い

か
に
も
獲
物
を
待
っ
て
茂
み
に
じ
っ
と
身
を
潜
め
て
い
る
夜
興
ら
し
い
で
は
な
い
か
。

＊

「
夜
興
」
は
、
「
夜
興
引
」
と
も
い
い
、
冬
十
月
の
季
題
。
『
毛
吹
草
』
「
誹
諧
四
季
之
詞
」

に
あ
る
よ
う
に
、
俳
諧
に
お
い
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
季
題
で
あ
る
。
冬
の
夜
、
猟
師

が
犬
を
引
い
て
山
に
入
り
、
狸
・
狐
な
ど
の
獣
を
捕
る
こ
と
を
い
う
。
時
代
は
下
る
が
『
類

従
名
物
考
』
に
よ
れ
ば
、
近
畿
地
方
の
方
言
と
い
い
、
ま
た
享
保
二
年
に
出
た
『
書
言
字
考

節
用
集
』
に
は
「
猟
師
ノ
用
い
る
所
」
と
注
が
あ
る
の
で
、
猟
師
言
葉
が
一
般
化
し
た
も
の

と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
夜
興
」
の
題
で
は
、
狩
に
伴
っ
た
犬
や
猟
師
の
狩
り
を
す
る
体

を
詠
む
こ
と
が
多
い
。
求
め
得
た
例
は
、
寛
文
末
か
ら
延
宝
期
の
も
の
が
中
心
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
、
狩
に
伴
う
犬
の
様
子
を
詠
ん
だ
句
が
多
い
。

冬
山
の
眠
や
お
こ
す
夜
興
の
い
ぬ

高
瀧
以
仙

狩
人
や
罪
も
む
く
い
ぬ
夜
興
引

藤
田
清
俊

夜
興
の
犬
や
ふ
る
き
を
た
つ
ね
て
狸
穴

吉
田
聞
也
（
延
宝

『
桜
川
』
冬
二
「
夜
興
引
」
）

2

夜
興
／
夜
興
ひ
く
盗
人
犬
や
龍
田
山

其
角

（
延
宝

『
東
日
記
』
坤
〔
冬
の
部
〕
）

9

犬
引
て
と
う
ふ
狩
得
た
り
里
夜
興

其
角

（
天
和

『
虚
栗
』
上
冬
）

ひ
い

豆

腐

か
り

さ
と

3

『
虚
栗
』
所
収
、
其
角
の
句
は
、
犬
を
連
れ
て
豆
腐
を
買
っ
た
こ
と
を
こ
と
さ
ら
夜
興
め
か

し
て
言
い
立
て
た
趣
向
で
あ
る
。
ま
た
、
「
よ
こ
引
や
山
又
山
に
山
め
ぐ
り

政
氏
」（
延
宝

『
詞
林
金
玉
集
』
一
四
）
の
よ
う
に
、
狩
人
が
山
を
廻
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
句
も
散
見
さ
れ
る

7が
、
中
で
も
次
の
二
句
は
左
句
の
趣
向
と
関
係
が
深
い
。

三
ケ
月
に
思
ひ
ま
ど
ろ
む
夜
興
哉

挙
白
（
貞
享

『
ひ
と
つ
星
』
）

2

横
引
の
背
子
に
も
立
か
今
日
の
月

紫
道
（
元
文

『
ひ
と
臼
餅
』
）

夜
興

勢

2

明
け
方
に
出
る
下
弦
の
三
日
月
に
、
思
わ
ず
眠
り
を
催
す
と
詠
ん
だ
挙
白
の
句
、『
続
の
原
』

よ
り
も
ず
い
ぶ
ん
後
の
例
で
は
あ
る
が
、
月
を
勢
子
（
鳥
獣
を
狩
り
出
し
、
縄
や
板
な
ど
を
も
っ
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て
射
手
の
方
へ
追
い
込
む
者
）
と
み
る
紫
道
の
例
な
ど
、
夜
興
に
月
を
詠
む
趣
向
は
、
「
夜
興
」

の
詠
み
方
の
一
つ
と
し
て
自
然
な
着
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
去
来
が
芭
蕉

は
夜
興
引
に
つ
い
て
知
ら
な
い
だ
ろ
う
と
勘
違
い
し
て
、
狩
の
獲
物
と
な
る
猪
が
戻
っ
て
く

る
の
を
待
つ
夜
興
の
こ
と
を
芭
蕉
に
説
明
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
去
来
抄
』
に
載
っ

て
い
る
が
、
そ
の
句
も
「
猪
の
ね
に
行
か
た
や
明
の
月

去
来
」
と
い
う
月
を
取
り
合
わ
せ

寝

ゆ
く

た
句
で
あ
っ
た
。

＊

こ
の
句
、
「
夜
興
」
と
「
月
」
と
の
取
り
合
わ
せ
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
自
然
な
着
想
で
あ

る
が
、
一
句
は
そ
れ
を
自
分
の
笠
が
頭
上
を
覆
っ
て
い
て
、
月
夜
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い

た
と
し
て
、
新
し
い
作
意
を
月
と
の
関
係
に
見
出
そ
う
と
し
た
詠
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
「
命

な
り
わ
づ
か
の
笠
の
下
涼
み
」（
延
宝

『
江
戸
広
小
路
』
）
の
句
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
我

4

が
顔
の
部
分
ば
か
り
は
月
が
射
し
来
ず
、
闇
に
い
る
と
ま
で
は
、
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
冬

の
月
は
、
木
の
葉
も
落
ち
尽
く
し
た
山
を
皎
々
と
明
る
く
照
ら
し
出
し
て
い
る
（
『
和
歌
題
林

抄
』
）
。
そ
れ
を
笠
を
被
っ
て
い
る
ゆ
え
に
「
月
夜
」
だ
と
忘
れ
て
い
る
と
は
、
巧
み
す
ぎ
た

詠
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

右

い
っ
た
い
ど
の
狸
が
得
だ
ろ
う
か
と
、
そ
の
得
失
に
夢
中
に
な
っ
た
狩
か
ら
ふ
と
我
に
返
っ
て
み
る
と
、

狸
ど
こ
ろ
か
、
連
れ
て
き
た
大
切
な
犬
さ
え
ど
こ
に
も
居
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。

＊

「
い
づ
れ
」
と
は
、
例
え
ば
「
い
づ
れ
う
は
葉
下
荻
の
露
あ
ら
し
哉

周
桂
」（
『
発
句
帳
』）

の
よ
う
に
、
複
数
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択
す
る
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

「
い
づ
れ
狸
」
と
は
、
ど
の
狸
を
捕
ろ
う
か
と
得
失
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
様
を
言
っ
た
も

の
と
解
せ
よ
う
。
そ
の
得
失
に
夢
中
に
な
っ
た
狩
か
ら
覚
め
て
み
れ
ば
、
犬
も
ど
こ
に
も
い

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
犬
」
と
「
狸
」
は
、
例
え
ば
「
犬
た
で
や
か
み
つ
く

膳
の
狸
汁

徳
元
」（
『
塵
塚
誹
諧
集
』
）
、
あ
る
い
は
時
代
が
下
る
が
「
犬
に
と
ら
れ
し
狸
わ
り

な
き

銀
獅
」（
「
羽
織
着
て
」
五
十
韻
『
新
雑
談
集
』
）
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
犬
が
追
い
立
て

て
狸
を
捕
る
狩
の
様
子
を
自
ず
か
ら
表
し
て
い
る
。
こ
こ
も
、
猟
の
「
犬
」
と
「
狸
」
を
詠

ん
だ
と
こ
ろ
が
、
題
「
夜
興
」
を
廻
し
て
詠
む
形
に
な
っ
て
い
る
。

「
犬
も
な
し
」
の
「
も
な
し
」
に
つ
い
て
は
、
山
根
清
隆
氏
に
連
歌
の
用
例
に
つ
い
て
の
詳

細
な
分
析
が
あ
る
（
『
心
敬
の
表
現
論
』
桜
楓
社
、
昭

）
。
俳
諧
に
お
い
て
の
「
も
な
し
」
は
連

58

歌
と
同
列
に
は
扱
え
な
い
が
、
思
い
入
れ
の
深
さ
を
読
者
に
喚
起
す
る
「
も
な
し
」
の
機
能

は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
単
な
る
否
定
で
は
な
く
、
そ
こ
に
当
然
こ
と
な
が
ら
い
る
べ
き

「
犬
」
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
唖
然
と
す
る
思
い
と
、
犬
を
そ
こ
こ
こ
に
探
す
目
と
が

利
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
「
得
失
」
を
、
「
狸
」
は
得
た
が
「
犬
」
を
な
く
し
た
意
と
解
す
る
見
方
も

あ
る
。
大
内
初
夫
氏
は
、
「
狸
の
出
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
う
ち
に
つ
い
寝
入
っ
て
し
ま

っ
た
。
目
覚
め
て
み
る
と
連
れ
て
い
た
犬
が
い
な
い
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
『
元
禄
俳
諧
集
』
脚
注
）
。
左
句
と
状
況
を
合
わ
せ
た
解
釈
で
あ
る
が
、
「
い
づ
れ
狸
得

失
／
覚
め
て
…
…
」
と
、
中
七
を
割
っ
て
の
解
釈
と
な
り
、
無
理
が
あ
る
。
「
得
失
」
は
、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
狸
を
追
っ
て
夢
中
に
な
っ
て
い
る
猟
師
の
様
子
を
言
い
と
っ
た

も
の
と
解
し
て
お
く
。
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（
判
詞
）

左
の
句
、
茂
み
深
く
分
け
入
っ
て
身
を
潜
め
る
狩
人
の
あ
り
さ
ま
が
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
描
写
に
不
審

な
点
が
あ
る
。
右
の
句
も
、
句
の
姿
は
強
く
、
言
葉
も
巧
み
に
用
い
て
い
る
が
、
「
得
失
」
が
よ
く
分
か

ら
な
い
。
ま
さ
に
「
い
づ
れ
…
…
得
失
」
、
左
右
ど
ち
ら
が
優
れ
、
ど
ち
ら
が
劣
る
と
も
分
け
が
た
い
。

よ
っ
て
、
持
と
す
る
。

＊

左
句
の
世
界
を
、
笠
を
被
っ
た
猟
師
が
、
茂
み
の
中
に
深
く
入
り
込
ん
で
獲
物
を
待
つ
様

子
を
描
い
た
も
の
と
し
て
芭
蕉
は
理
解
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
「
我
笠
に
月
夜
忘
る
る
」
と

い
う
言
い
方
に
、
内
に
じ
っ
と
籠
も
っ
た
感
覚
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
茂
み
に
深
く
潜
む
猟
師

を
芭
蕉
に
思
い
描
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
句
の
読
み
に
際
し
て
、
ど
う
い
う
状
況
で
そ
の

言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
の
か
を
考
え
、
そ
の
表
現
を
リ
ア
ル
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
ゆ
く
芭
蕉
の
読

み
方
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
句
評
だ
と
言
え
よ
う
。

「
い
ぶ
か
し
き
所
」
と
は
、
こ
こ
で
は
、
狩
人
の
姿
に
つ
い
て
訝
し
い
と
い
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
大
内
初
夫
氏
は
、
そ
の
点
を
「
自
分
の
か
ぶ
っ
た
笠
に
月
夜
を
忘
る
る
と
い
う
と

大
き
な
笠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
感
じ
が
あ
り
、
茂
み
に
分
け
入
る
夜
興
引
か
ら
考
え
て
お
か
し

い
」（
前
引
『
元
禄
俳
諧
集
』
脚
注
）
と
解
説
す
る
。
だ
が
、
笠
の
大
き
さ
を
訝
し
い
と
い
っ
て

い
る
と
解
す
る
よ
り
も
、
「
月
夜
忘
る
る
」
と
い
う
表
現
を
訝
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
つ
ま
り
、
笠
で
月
夜
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
辺
り
を
明
る
く

照
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
ん
な
暗
い
薮
の
中
に
身
を
潜
め
て
は
、

獣
も
見
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
句
の
注
に
も
示
し
た
よ
う

に
、
冬
の
月
は
辺
り
を
皓
々
と
照
ら
し
出
す
。
「
月
夜
忘
る
る
」
は
そ
の
本
意
を
も
外
し
て

し
ま
う
巧
み
す
ぎ
た
表
現
だ
っ
た
。

右
句
の
評
言
「
す
が
た
強
く
」
は
、
夜
興
の
様
子
を
直
接
あ
り
あ
り
と
詠
ん
で
い
る
こ
と

を
い
い
、
ま
た
、
「
言
葉
も
た
く
み
に
」
と
は
、
「
も
な
し
」
の
長
高
さ
、
「
い
づ
れ
…
…
」

と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
を
評
価
し
て
い
る
。
す
で
に
句
注
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
い
づ
れ
」
は

連
歌
以
来
の
常
套
的
な
措
辞
で
あ
り
、
ま
た
二
者
の
比
較
も
基
本
的
な
詠
み
方
の
一
つ
で
は

あ
っ
た
。
「
も
な
し
」
が
連
歌
で
多
用
さ
れ
た
切
字
で
あ
る
こ
と
も
、
論
を
俟
た
な
い
。
そ

れ
を
、
「
い
づ
れ
…
…
」
と
強
く
言
い
出
し
、
ま
た
、「
夜
興
」
の
題
を
廻
し
て
、
直
接
そ
れ

と
詠
み
込
ま
ず
に
表
現
し
た
巧
み
さ
を
賞
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
右
句
に
つ
い
て
は
、

「
…
…
侍
れ
ど
も
、
其
得
失
我
も
わ
き
が
た
し
」
と
述
べ
て
い
て
、
評
価
す
べ
き
点
は
あ
る

も
の
の
、
難
点
も
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
「
其
得
失
我
も
わ
き
が
た
し
」
と
は
、
句
中
の

「
得
失
覚
め
て
」
の
「
得
失
」
が
、
ど
う
い
う
得
失
な
の
か
、
読
者
に
は
っ
き
り
伝
わ
っ
て

こ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
の
言
辞
だ
ろ
う
。

「
其
得
失
我
も
わ
き
が
た
し
」
は
ま
た
、
左
右
両
句
の
優
劣
が
付
け
が
た
い
こ
と
を
、
右
句

の
言
葉
を
用
い
て
洒
落
た
表
現
で
も
あ
る
。
互
い
に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
る
べ
き
点
は
あ
る
が
、

不
審
の
点
、
今
ひ
と
つ
の
点
が
あ
る
と
い
う
。
左
は
、
自
分
の
笠
に
よ
っ
て
月
夜
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
た
と
い
う
表
現
に
、
茂
み
に
深
く
身
を
潜
め
た
あ
り
さ
ま
の
表
現
と
し
て
納
得
で

き
な
い
と
い
う
。
右
は
、
「
得
失
覚
め
て
」
の
意
味
が
と
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
難
点
で
あ
っ

た
ろ
う
。
結
局
、
「
持
」
す
な
わ
ち
勝
負
な
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。


