
 

マ
ス
ク
を
し
︑
ラ
�
シ


を
避
け
︑
⼿
を
消
毒
︑

離
れ
て
座
り
︑
窓
を
開
け
︑
飲
み
屋
に
は
寄
ら
ず
︑

さ
 
さ
と
帰
る
︒
そ
れ
で
も
︑
⼀
抹
の
不
安
は
残
る

⼤
阪
で
の
例
会
︒
⼤
事
を
取
 
て
休
ま
れ
る
⽅
が
い

る
の
は
当
然
の
コ
ロ
ナ
状
況
下
で
︑
こ
の
⽇
の
出
席

者
は
５
⼈
で
し
た
︒
⽋
巻
に
よ
る
空
⽩
で
︑
舞
台
は

い
き
な
り
︑
越
前
か
ら
吉
野
︑
京
都
へ
︒
上
皇
へ
の

乱
暴
や
⾊
恋
沙
汰
が
ら
み
の
謀
叛
な
ど
を
織
り
交

ぜ
た
乱
世
の
物
語
を
読
み
進
み
ま
し
た
︒ 

◇
輪
読
し
た
個
所
は
次
の
通
り
で
す
︒ 

︵
⼀
︶
畑
六
郎
左
衛
門
時
能
の
事
︵
三
︶
鷹
巣
城
合
戦
の
事 

豪
傑
憤
死
︵
ｐ
３
５
)
３
８
︑
３
９
)
４
６
︶ 

 

畑
六
郎
左
衛
門
時
能
は
︑
元
相
撲
⼈
で
︑
天
下
無
双
の
万
能

武
⼠
︒
新
⽥
義
貞
︑
義
助
兄
弟
に
仕
え
︑
三
井
寺
合
戦
以
来
の

戦
闘
で
抜
群
の
働
き
を
⾒
せ
て
き
た
︒
と
く
に
義
貞
戦
死
後
の

越
前
で
の
活
躍
は
目
覚
ま
し
く
︑
⾜
利
⽅
の
越
前
守
護
斯
波
⾼

経
を
隣
国
加
賀
へ
追
い
落
と
し
︑
南
朝
優
勢
の
状
況
を
も
た
ら

す
︒
と
こ
ろ
が
︑
⽋
巻
の
第
⼆
⼗
⼆
巻
を
受
け
た
第
⼆
⼗
三
巻

に
⼊
る
と
︑
情
勢
は
⼀
変
し
︑
南
朝
⽅
の
陣
地
は
わ
ず
か
に
時

能
が
死
守
す
る
鷹
巣
城
だ
け
︒
⽋
巻
の
た
め
︑
こ
の
激
変
が
ど

う
し
て
起
こ
�
た
か
全
く
不
明
で
︑
太
平
記
の
謎
と
な
�
て
い

る
︒
鷹
巣
城
は
︑
現
福
井
市
街
⻄
⽅
の
⼭
間
部
に
位
置
す
る
⼭

城
︒
こ
こ
を
斯
波
勢
に
包
囲
さ
れ
︑
時
能
は
約
３
０
ｋ
ｍ
東
⽅

の
天
険
︑
伊
地
知
城
︵
現
勝
⼭
市
︶
に
移
�
て
抵
抗
す
る
が
︑ 

敵
の
⽮
が
刺
さ
�
た
ま
ま
三
⽇
間
苦
し
ん
で
﹁
吠
死
︵
ほ
え
じ

に
︶﹂
し
た
と
太
平
記
は
伝
え
る
︒ 

︵
四
︶
脇
屋
刑
部
卿
吉
野
に
参
ら
る
る
事 

︵
六
︶
将
を
⽴
つ
る
兵
法
の
事 

脇
屋
義
助
︑
吉
野
へ
︵
ｐ
４
６
)
４
８
︑
５
３
)
５
４
︶ 

 

義
貞
亡
き
後
の
新
⽥
軍
を
率
い
た
弟
の
脇
屋
義
助
は
︑
越
前

を
脱
出
︑
美
濃
︑
尾
張
を
経
由
し
て
吉
野
に
⼊
�
た
︒
後
村
上

天
皇
は
︑
こ
れ
ま
で
の
忠
功
を
め
で
︑
義
助
の
位
階
を
上
げ
た
︒

洞
院
実
世
は
﹁
敗
戦
の
責
任
を
問
う
べ
き
だ
﹂
と
昇
進
を
批
判
︑

四
条
隆
資
は
﹁
後
醍
醐
の
現
地
指
揮
官
無
視
が
原
因
﹂
と
︑
義

助
を
弁
護
し
た
︒
吉
野
朝
廷
の
重
⾂
間
の
対
⽴
を
物
語
る
︒ 

︵
七
︶
上
皇
御
願
⽂
の
事 

光
厳
・
直
義
の
親
近
︵
ｐ
５
４
)
５
８
︶ 

 

⾜
利
直
義
が
重
篤
に
陥
り
︑
後
醍
醐
の
怨
霊
が
う
わ
さ
さ
れ

た
︒
⼼
配
し
た
光
厳
上
皇
は
︑
⽯
清
⽔
⼋
幡
に
願
⽂
を
捧
げ
︑

平
癒
を
祈
�
た
︒
そ
の
か
い
あ
�
て
か
︑
直
義
は
回
復
︒
⾜
利

政
権
の
統
治
権
者
と
北
朝
の
治
天
の
君
と
の
蜜
⽉
ぶ
り
を
う

か
が
わ
せ
た
︒ 

︵
⼋
︶
⼟
岐
御
幸
に
参
向
し
狼
藉
を
致
す
事 

ば
さ
ら
武
⼠
︑
院
に
狼
藉
︵
ｐ
５
８
)
６
５
︶ 

 

暦
応
５
年
︵
１
３
４
２
︶
８
⽉
︑
祖
⽗
伏
⾒
院
の
遠
忌
法
要

か
ら
帰
る
光
厳
上
皇
の
⼀
⾏
が
︑
樋
⼝
東
洞
院
で
笠
懸
を
終
え

た
⼟
岐
頼
遠
ら
の
列
と
出
く
わ
し
た
︒
下
⾺
を
求
め
ら
れ
た
頼

遠
は
怒
�
て
︑
院
の
御
⾞
に
⽮
を
放
つ
乱
暴
に
及
ん
だ
︒
厳
罰

で
臨
も
う
と
す
る
⾜
利
直
義
に
夢
窓
国
師
が
命
乞
い
を
し
た

が
︑
聞
き
⼊
れ
ら
れ
ず
︑
頼
遠
は
六
条
河
原
で
処
刑
さ
れ
た
︒ 

頼
遠
は
下
⾺
を
求
め
る
院
の
従
者
に
﹁
な
に
院
と
い
う
か
︑
⽝

な
ら
ば
射
て
お
け
﹂
と
⾔
い
放
�
た
と
い
い
︑
当
時
流
⾏
の
﹁
ば

さ
ら
﹂
風
の
好
例
と
し
て
︑
し
ば
し
ば
引
⽤
さ
れ
る
︒ 

︵
九
︶
⾼
⼟
佐
守
傾
城
を
盗
ま
る
る
事 

⼩
⾖
島
︑
謀
叛
で
宮
⽅
に
︵
ｐ
６
５
)
７
０
︶ 

 

南
朝
は
四
国
⼯
作
の
為
︑
脇
屋
義
助
を
伊
予
に
下
す
こ
と
に

し
た
が
︑
敵
地
を
避
け
る
派
遣
ル
n
ト
悩
ん
で
い
た
︒
そ
こ
へ
︑

備
前
⾜
利
⽅
の
佐
々
⽊
信
胤
が
⼩
⾖
島
で
謀
反
の
旗
を
挙
げ

た
と
い
う
知
ら
せ
︒
こ
れ
で
瀬
⼾
内
経
由
の
航
路
が
開
け
た
と

⼀
同
︑
喜
び
合
�
た
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
建
武
の
乱
以
来
︑
⾜

利
⽒
に
忠
節
を
怠
ら
な
か
�
た
信
胤
が
な
ぜ
寝
返
�
た
の
か
︒ 

太
平
記
に
よ
る
と
︑
⾼
⼟
佐
守
師
秋
に
は
本
妻
の
ほ
か
に
御
妻

︵
お
さ
い
︶
と
い
う
愛
妾
が
い
た
︒
師
秋
は
伊
勢
守
護
に
な
り
︑ 

御
妻
も
連
れ
て
赴
任
し
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
別
に
愛
⼈
が

い
た
浮
気
な
御
妻
は
︑
同
じ
御
所
に
仕
え
て
い
た
⽼
⼥
を
⾝
代

わ
り
に
輿
に
乗
せ
た
︒
こ
れ
が
ば
れ
て
︑
御
妻
の
愛
⼈
が
信
胤

と
わ
か
る
︒
信
胤
は
師
秋
の
復
讐
を
お
そ
れ
︑
宮
⽅
に
転
じ
た
︒ 

太平記を読む会第２３回例会 

２０２０年１２月２１日 

第２５巻輪読予定ページ（２月１５日） 

１） １１９武家の輩〜１２２置かる 

２） １２２同じき〜１２４同じける 

１２７倩仏法〜１２８書きたりける 

３） １２８奏状、内覧〜１３０事尚し 

１３２凡そ寺を１３３申されける 

４） １３３両儀相分〜１３３候ふか 

１４１理りなる〜１４４せられける 

５） １４４将軍〜１４６云はく 

１４８詮ずる〜１５０書きたりける 

６） １５０⼭門〜１５２乗られたり 

１５３翌⽇は〜１５３なかりけり 

７） １５７その⽐〜１５９⾏きける 

８） １５９さても〜１６２悲願かな 


