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続
の
原
』
輪
講
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八
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発
表
日

平
成
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日
担
当

松
本
麻
子
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〈〈 〈〈
本

文
本

文
本

文
本

文
〉〉 〉〉八
番左

氷
柱

つ

ら

ら

風
に
来
て
氷
柱
に
下
が
る
楓
哉

一
桃

サ

右
勝

門
閉
て
閑
居
を
し
ゆ
る
氷
柱
か
な

琴
風

氷
柱
に
下
が
る
楓
、
ほ
の
か
な
る
け
し
き

サ

細
く
か
ら
び
て
哀
な
る
に
、
右
は
な
を

烟
た
え
〴
〵
に
し
て
、
葎
の
後
は

む

ぐ

ら

つ
ら
ゝ
に
門
を
閉
ぢ
た
る
閑
居
の
扉

ト

と

ぼ

そ

感
情
ま
さ
り
た
る
や
う
に
覚
侍
る

か

ん

せ

い

〈〈 〈〈
現

代
語
訳

現
代

語
訳

現
代

語
訳

現
代

語
訳

〉〉 〉〉

左
氷
柱

風
に
吹
か
れ
飛
ん
で
来
て
、
氷
柱
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
楓
で
あ
る
こ
と
だ
。

＊
氷
柱
は
つ
ら
ら
た
だ
し

つ
ら
ら
は
和
歌
・
連
歌
で
は
氷
の
意
と
な
る

つ
「

」
。

、「
」

「
」

（
「

ら
ら
と
は
、
薄
氷
を
い
ふ
『
能
因
歌
枕

『
源
氏
物
語
（
末
摘
花
）
の
「
朝
日
さ
す
軒

」
』
）
。

』

の
垂
氷
は
と
け
な
が
ら
な
ど
か
つ
ら
ら
の
む
す
ぼ
ほ
る
ら
む
」
の
例
で
は
、
つ
ら
ら
を
指
す

「
垂
氷
」
と
「
つ
ら
ら
（
氷
）
を
別
に
用
い
て
い
る
。
室
町
時
代
以
降
は
、
氷
で
は
な
く

」

「
つ
ら
ら
」
を
氷
柱
そ
の
も
の
と
す
る
用
例
も
散
見
さ
れ
る
が
、
連
歌
に
お
い
て
は
『
毛
吹

つ

ら

ら

草
（
連
歌
四
季
之
詞
・
中
冬
）
に
「
氷
柱
・
た
る
ひ
」
と
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
よ
う
に
「
つ

』
、

つ

ら

ら

ら
ら
」
は
歌
語
と
同
様
氷
の
意
で
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
代
語
の
意
味
と

同
じ
つ
ら
ら
を
「
氷
柱
」
と
し
て
詠
む
の
は
俳
諧
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
「
打
ち
折
り
て
何

。

つ

ら

ら

」（
『

』
）
。「

」
、

。「
」

ぞ
に
し
た
き
つ
ら
ら
か
な

あ
ら
野
・
仲
冬
・
八
〇
六

楓
は
季
は
秋

蛙
手

の
変
化
し
た
語
と
さ
れ
る
。
紅
葉
と
い
え
ば
楓
の
紅
葉
を
指
す
こ
と
か
ら
か
、
和
歌
・
連
歌

・
俳
諧
と
も
に
「
楓
」
を
詠
み
込
ん
だ
用
例
は
意
外
に
少
な
く
「
紅
葉
」
を
用
い
る
こ
と

、

。
、

、「
」

が
圧
倒
的
に
多
い
冬
の
句
で
は
あ
る
が
手
の
ひ
ら
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
か
ら

氷
柱

を
つ
か
ん
で
い
る
よ
う
な
「
楓
」
を
詠
み
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

右
勝

門
を
閉
じ
て
閑
居
を
強
い
る
よ
う
に
、
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
氷
柱
で
あ
る
こ
と
だ
。

＊
「
閑
居
」
は
世
間
と
の
交
わ
り
を
立
ち
静
か
に
暮
ら
す
さ
ま
。
本
句
と
類
似
し
た
景
の
和
歌

の
例
に
「
山
家
冬
月
と
い
ふ
心
を
詠
め
る
／
柴
の
庵
は
軒
の
垂
氷
に
閉
ぢ
ら
れ
て
わ
づ
か
に
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ぞ
も
る
冬
の
夜
の
月
（
玄
玉
集
・
三
二
三
・
性
我
）
が
あ
る
「
を
し
ゆ
る
」
は
「
教
ゆ

」
『

』
。

る
」
の
意
に
も
と
れ
る
が
、
判
詞
や
句
意
か
ら
、
本
来
ハ
行
の
動
詞
で
あ
る
「
強
ふ
る
」
を

ヤ
行
動
詞
「
し
ゆ
る
」
と
表
記
し
た
と
考
え
た
い
。
右
の
歌
例
の
よ
う
に
、
庵
な
ど
の
わ
び

住
ま
い
が
つ
ら
ら
に
よ
り
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
詠
む
の
が
常
套
だ
が
、
つ
ら
ら
が
閑
居
を
強

い
て
い
る
、
と
す
る
点
が
本
句
の
眼
目
。

〈〈 〈〈
判

詞
判

詞
判

詞
判

詞
〉〉 〉〉

左
の
句
の
氷
柱
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
楓
の
か
す
か
な
様
子
は
、
枯
淡
の
趣
が
あ
り
し
み
じ
み
と
し
た
風

、
、

、
、

情
で
あ
る
が
右
の
句
は
な
ん
と
言
っ
て
も
や
は
り
朝
夕
の
煙
が
途
切
れ
る
よ
う
な
暮
ら
し
向
き
で

葎
が
繁
っ
て
い
た
秋
の
季
節
の
後
は
、
氷
柱
が
門
を
閉
じ
た
と
す
る
閑
居
の
扉
の
さ
ま
を
詠
ん
で
お
り
、

深
い
感
動
が
勝
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊
「
細
く
か
ら
び
て
」
は
、
華
や
か
さ
艶
や
か
さ
の
対
局
で
、
枯
淡
の
趣
と
哀
れ
深
さ
の
た
だ

よ
う
さ
ま
を
い
う
。
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
後
鳥
羽
院
が
歌
の
様
を
見
る
た
め
、
当
代
の

歌
人
た
ち
に
課
し
た
と
い
う
『
三
体
和
歌
』
で
「
秋
・
冬
こ
の
二
つ
は
、
か
ら
び
細
く
詠

、

む
べ
し
」
と
の
詠
み
様
が
示
さ
れ
た
『
続
の
原
』
秋
部
四
番
の
湖
春
の
判
詞
に
も
「
細
く

。
、

か
ら
び
て
言
ひ
な
せ
る
」
た
め
「
勝
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
「
烟
」
は
、
一
般
に
は
よ
く

。

知
ら
れ
た
仁
徳
天
皇
の
「
高
き
屋
に
の
ぼ
り
て
見
れ
ば
煙
立
つ
民
の
か
ま
ど
は
に
ぎ
は
ひ
に

け
り
（
新
古
今
集
・
賀
・
七
〇
七
、
他
）
か
ら
炊
飯
の
煙
の
意
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で

」
『

』

は
広
く
暮
ら
し
向
き
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
山
居
か
ら
煙
の
絶
え
る
さ
ま
を
付
け
た
連
歌
例

に
「
恵
み
の
露
も
捨
つ
る
身
は
憂
し
／
朝
夕
の
煙
も
絶
え
し
山
の
奥
（
三
島
千
句
第
六
百

、
」

韻
・
三
六
／
三
七
・
宗
祇
）
な
ど
が
あ
る
「
葎
の
後
は
つ
ら
ら
･
･
･
」
の
「
葎
」
は
茎
や
枝

。

に
棘
が
あ
る
草
の
総
称
。
葎
の
茂
る
門
は
「
淋
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
に
（
源
氏

、
」
『

物
語
・
帚
木
）
の
よ
う
に
荒
れ
た
家
を
い
う
「
八
重
葎
繁
れ
る
宿
の
さ
び
し
さ
に
人
こ
そ

』
。

見
え
ね
秋
は
来
に
け
り
（
拾
遺
集
・
秋
・
一
四
〇
・
恵
慶
）
の
よ
う
に
、
和
歌
で
は
幾

」
『

』

重
に
も
繁
る
「
八
重
葎
」
が
多
く
詠
ま
れ
た
。
門
を
葎
が
閉
じ
た
と
す
る
歌
も
「
閑
居
／
道

」（
『

』
も
絶
え
門
も
葎
に
閉
ぢ
ら
れ
て
見
ゆ
ら
む
も
の
を
独
り
臥
す
や
は

御
室
五
十
首
題
和
歌

・
六
四
七
・
守
覚
法
親
王
）
な
ど
が
見
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
葎
が
棘
の
あ
る
植
物
で
あ

る
こ
と
か
ら
同
じ
尖
っ
て
い
る
つ
ら
ら
と
対
に
し
た
か

感
情
は
感
情

前
、

。「
」
「

」（
『

カ

ム

セ

イ

田
本
色
葉
字
類
抄

。
し
み
じ
み
と
し
た
深
い
感
動
を
い
う
。

』
）


