
 

な
ん
と
な
く
気
ぜ
わ
し
い
紅
葉
の
季
節
︒そ
れ
で

も
九
人
と
︑ほ
ぼ
い
つ
も
通
り
の
顔
ぶ
れ
で
第
十
二

巻
を
読
み
進
み
ま
し
た
︒
大
塔
宮
護
良
親
王
︑
後
醍

醐
天
皇
︑
足
利
尊
氏
と
︑
と
も
に
討
幕
で
手
を
組
ん

だ
三
人
が
︑
軍
事
・
統
治
を
め
ぐ
る
基
本
理
念
の
違

い
か
ら
反
発
を
強
め
︑抜
き
差
し
な
ら
ぬ
権
力
闘
争

に
落
ち
込
ん
で
い
く
経
過
が
こ
の
巻
の
テ
ｰ
マ
で

し
た
︒
輪
読
し
た
個
所
は
次
の
通
り
︒
次
回
は
例
会

終
了
後
の
年
忘
れ
の
小
宴
を
予
定
し
て
い
ま
す
︒ 

 

︵
一
︶ 

公
家
一
統
政
道
の
事 

護
良
親
王
の
入
京
遅
延
︵
ｐ
２
１
３
～
２
１
８
︶ 

 

大
塔
宮
護
良
親
王
は
後
醍
醐
天
皇
の
還
都
後
も
︑﹁
足
利

尊
氏
を
除
か
な
け
れ
ば
北
条
政
権
の
二
の
舞
に
な
る
﹂
と
し

て
︑
信
貴
山
に
立
て
籠
り
動
か
な
か
っ
た
︒
困
惑
し
た
天
皇

は
親
王
に
武
門
ト
ｯ
プ
を
意
味
す
る
征
夷
大
将
軍
の
職
位

を
与
え
︑
や
っ
と
親
王
を
入
京
さ
せ
た
︒ 

混
迷
の
建
武
新
政 

︵
Ｐ
２
２
０
～
２
２
３
︶ 

 

綸
旨
万
能
を
掲
げ
る
後
醍
醐
の
建
武
新
政
下
︑
所
領
安
堵

や
恩
賞
を
求
め
る
武
士
が
全
国
か
ら
京
に
殺
到
し
た
︒
担
当

の
公
家
た
ち
は
公
平
な
処
理
実
現
に
奮
闘
し
た
が
︑
天
皇
周

辺
か
ら
の
介
入
な
ど
で
思
う
に
任
せ
ず
︑
辞
職
が
相
次
ぐ
︒

役
所
の
繁
忙
に
対
処
す
る
た
め
︑
訴
訟
処
理
専
門
の
﹁
雑
訴

決
断
所
﹂
を
新
設
︑
内
裏
も
拡
張
し
た
が
︑
天
皇
は
さ
ら
に

平
安
京
時
代
の
大
内
裏
再
建
を
決
断
︒
地
頭
︑
御
家
人
へ
の

課
税
強
化
を
伴
っ
た
た
め
︑
反
発
が
渦
巻
い
た
︒ 

※
里
内
裏 

平
安
京
の
大
内
裏
は
大
火
な
ど
で
荒
廃
し
︑
鎌

倉
中
期
に
は
皇
居
の
内
裏
も
炎
上
し
て
再
建
さ
れ
ず
︑﹁
内

野
﹂と
呼
ば
れ
る
荒
れ
野
と
化
し
て
い
た
︒替
わ
っ
て

公
家
の
邸
宅
が
皇
居
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
常
態
化

し
﹁
里
内
裏
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒
御
醍
醐
天
皇
は
先
代
の

花
園
天
皇
の
里
内
裏
︑﹁
二
条
富
小
路
殿
﹂
を
引
き
継

い
だ
︒こ
の
内
裏
は
建
武
三
年(

１
３
３
６)

正
月
の
足

利
軍
の
京
都
侵
攻
で
炎
上
︑
尊
氏
が
擁
立
し
た
光
明

天
皇
は
土
御
門
殿
を
皇
居
と
す
る
︒以
後
︑明
治
維
新

ま
で
歴
代
持
明
院
統
の
皇
居
と
な
り
︑
上
皇
の
仙
洞

御
所
︑女
院
の
大
宮
御
所
︑公
家
屋
敷
な
ど
が
加
わ
っ

て
現
在
の
京
都
御
苑
に
至
っ
た
︒ 

︵
二
︶ 

安
鎮
法
の
事 

諸
国
騒
乱
の
兆
し 

︵
ｐ
２
４
８
～
２
５
１
︶ 

北
条
残
党
が
筑
紫
︑
紀
伊
︑
伊
予
な
ど
で
反
乱
︑
朝
廷
は

天
下
安
泰
の
祈
祷
を
行
う
一
方
︑
楠
正
成
を
紀
伊
の
賊
徒
討

伐
に
向
か
わ
せ
る
な
ど
対
応
に
追
わ
れ
た
︒
ま
た
︑
討
幕
の

功
労
者
へ
の
恩
賞
給
付
を
急
ぎ
︑
体
制
の
引
き
締
め
を
図
っ

た
が
︑
不
公
平
も
あ
り
︑
火
種
を
残
し
た
︒ 

︵
三
︶ 

千
種
頭
中
将
の
事 

︵
五
︶
文
観
僧
正
の
事 

朝
恩
に
誇
る
︵
ｐ
２
５
１
～
２
５
４
︶ 

 

後
醍
醐
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
た
千
種
忠
顕
︑
僧
文
観
は
︑
贅

沢
三
昧
や
派
手
な
行
動
に
ふ
け
り
︑
世
の
誹
り
を
買
っ
た
︒ 

︵
七
︶
広
有
怪
鳥
を
射
る
事 

紫
宸
殿
の
不
吉
︵
ｐ
２
６
０
～
２
６
４
︶ 

 

疫
病
が
流
行
し
︑
内
裏
に
不
吉
な
鳴
き
声
の
鳥
が
飛
来
し

た
︒
こ
の
鳥
を
左
大
臣
の
家
来
︑
隠
岐
次
郎
広
有
が
射
落
と

し
︑
天
皇
か
ら
官
位
と
所
領
を
賜
っ
た
︒ 

︵
九
︶
兵
部
卿
親
王
流
刑
の
事 

護
良
親
王
を
逮
捕
︑
流
刑
︵
ｐ
２
７
１
～
２
７
８
︶ 

 

護
良
親
王
は
足
利
尊
氏
を
討
と
う
と
し
た
︒
尊
氏
は
︑
逆

に
︑
親
王
が
帝
位
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
と
︑
天
皇
に
寵
姫

阿
野
廉
子
を
通
じ
て
密
告
︒
真
に
受
け
た
天
皇
は
︑
親
王
を 

偽
っ
て
宮
中
に
召
し
︑
側
近
の
武
士
ら
に
逮
捕
さ
せ
た
︒
親

王
は
︑
無
実
を
訴
え
る
書
状
を
出
す
が
︑
取
次
の
公
卿
に
握

り
つ
ぶ
さ
れ
た
︒
身
柄
引
き
渡
し
を
受
け
た
足
利
方
は
︑
親

王
を
鎌
倉
に
移
送
︑
二
階
堂
谷
の
獄
に
拘
禁
し
た
︒ 

※
梅
松
論
の
見
方 

足
利
寄
り
の
﹁
梅
松
論
﹂
は
︑
護
良
親

王
の
尊
氏
襲
撃
を
後
醍
醐
の
真
意
だ
っ
た
と
し
︑
露
見
を
恐

れ
罪
を
親
王
に
か
ぶ
せ
た
の
が
真
相
と
見
て
い
る
︒
親
王
は

﹁
武
家
よ
り
天
皇
を
恨
む
﹂
と
独
白
し
た
︑
と
い
う
︒ 

太平記を読む会第１２回例会 
２０１９年１１月１８日 

第１４巻輪読予定（２０２０年１月２０日） 
１） ３４５足利宰相～３４８げられたり 
２） ３５６則ち諸卿～３６０者なし 
３） ３６２大手、搦手～３６６着きにけり 
４） ３７０日すでに～３７３覚えたれ 
５） ３７４さる程～３７７定まりにけり 
６） ３８２竹下へは～３８４肉の如し 

３８６一陣余り～３８７落ちて行く 
７） ３８７大手箱根～３８９馳せ参る 

３９１かくて浮島～３９３給ひけり 
８） ３９６かかる処～４００申しける 
９） ４０３さる程～４０７心ありけり 
１０）４０７明くれば～４１０ひかへける 
１１）４１０かかる処～４１３帰りけり 
１２）４１４山崎～４１５知られたり 
   ４１９明くれば～４２１覚えたり 


