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第
三
回 

十
夜
講
（
じ
ゅ
う
や
こ
う
） 

今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
十
夜
講
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
行
事
は
、
毎
年
一
回
は
行
わ
れ
て
い
て
、

献
立
は
二
汁
七
菜
程
度
の
精
進
料
理
に
徹
し
て
い
て
、
ほ
ぼ
例
年
通
り
で
あ
る
事
で
も
印
象
深
い
。
こ
の
行
事

は
個
々
の
家
で
銘
々
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
毎
年
七
、
八
軒
の
講
中
持
ち
回
り
で
行
っ
て
い
る
。
元
は
寺
院

で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
幕
末
で
は
変
化
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

十
夜
と
十
日
夜
（
じ
ゅ
う
や
と
と
う
か
ん
や
） 

 

十
夜
講
に
つ
い
て
説
明
す
る
前
に
、
十
日
夜
に
つ
い
て
も
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
十
夜
は
十
日
夜
と
は
別

の
行
事
で
、
「
十
夜
」
が
後
述
す
る
よ
う
に
法
要
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
十
日
夜
」
は
旧
暦
十
月
十
日
に
行
わ

れ
る
刈
上
げ
の
祝
い
で
あ
る
。
刈
上
げ
祭
り
は
も
う
一
つ
「
亥
の
子
」
が
あ
り
、
旧
暦
十
月
の
亥
の
日
に
行
わ

れ
る
。
子
供
た
ち
が
家
々
を
ま
わ
っ
て
藁
鉄
砲
で
庭
を
搗
い
て
歩
く
。
十
日
夜
と
亥
の
子
は
日
時
が
近
い
の
で

合
わ
せ
て
ど
ち
ら
か
一
回
行
な
う
事
が
多
い
。
田
の
神
を
祀
り
、
月
に
供
物
を
あ
げ
た
り
す
る
。
イ
ノ
シ
シ
の

多
産
に
あ
や
か
っ
た
子
孫
繁
栄
の
ま
じ
な
い
と
も
い
わ
れ
、
平
安
初
期
か
ら
、
宮
廷
行
事
と
し
て
も
行
わ
れ
て

い
た
よ
う
だ
。 

 

十
夜
の
起
源 

十
夜
の
起
源
は
永
享
年
間
（
一
四
二
九
～
一
四
四
〇
）
に
平
貞
国
が
京
都
の
天
台
宗
寺
院
真
如
堂
に
籠
り
、

霊
験
を
受
け
て
十
夜
の
念
仏
を
行
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
そ
の
後
、
明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
に
天
皇
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の
勅
許
に
よ
っ
て
鎌
倉
の
光
明
寺
に
伝
え
ら
れ
、
浄
土
宗
の
行
事
に
な
っ
て
各
地
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。 

 

 
十
夜
講
は
浄
土
宗
の
寺
院
で
十
月
五
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
十
夜
に
渡
っ
て
行
わ
れ
る
法
要
で
お
十
夜
と
よ

ば
れ
る
行
事
で
あ
る
。
そ
れ
が
清
兵
衛
日
記
で
は
、
大
分
短
縮
さ
れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
寺
院
で
行
わ
れ
ず
、

講
中
の
持
ち
回
り
で
行
わ
れ
て
い
る
。
が
菩
提
寺
で
の
催
し
の
例
も
み
ら
れ
る
。 

徳
川
幕
府
の
寺
請
制
度 

徳
川
幕
府
は
宗
門
改
め
を
実
施
（
寛
永
十
七
年
―
一
六
四
〇
年
）
し
、
こ
れ
に
よ
り
日
本
国
民
は
全
員
ど
こ

か
の
寺
の
檀
家
と
な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
（
寺
請
制
度
）
同
時
に
そ
れ
を
登
録
す
る
宗
旨
人
別
帳
も
作
成
さ
れ

た
。
宗
門
改
め
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
国
民
は
名
目
上
仏
教
徒
に
な
る
。
お
寺
と
の
結
び
つ
き
は
と
て
も

深
く
檀
家
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
お
寺
を
支
え
て
い
る
。
「
大
泉
寺
」
は
清
兵
衛
の
菩
提
寺
で
あ
る
。
清
兵
衛
日

記
の
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
に
「
大
泉
寺
十
夜
講
手
伝
ニ
に
行
」
と
あ
る
の
で
、
外
の
檀
家
の
人
々
の
十
夜

講
の
催
し
に
手
伝
い
に
行
っ
て
い
る
事
も
伺
え
る
。
大
泉
寺
は
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
に
清
兵
衛
の
講
中
を

招
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
例
を
取
り
上
げ
た
い
。 

大
泉
寺
で
の
十
夜
講 

慶
応
元
年
十
月
十
五
日 

雨
降
り 

「

一
大
泉
寺
十
夜
仮
堂
普
請
中
ニ
て
当
年
ハ 

鐘
休
ミ 

御
本
尊
鳥
渡
飾
り
有
之
候
」 

 

十
夜
講
に
は
鐘
を
つ
き
、
御
本
尊
を
飾
る
習
わ
し
が
あ
る
よ
う
だ
。 
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工
事
中
な
の
で
、
鐘
は
つ
か
ず
、
し
か
し
御
本
尊
は
ち
ょ
っ
と
飾
っ
て
あ
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。 

「
十
夜
袋
ハ
是
迄
仙
花
壱
枚
之
袋
、 

私
方
弐
袋
参
り
候 

壱
袋
ニ
付
壱
升
七
合
ツ
ヅ
入
ル
」 

食
事
会
の
費
用
は
お
米
を
持
ち
寄
っ
て
負
担
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
も
皆
は
袋
一
枚
な
の
に
、
清
兵
衛
宅
に

は
米
袋
二
枚
届
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
負
担
の
軽
重
が
家
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

「
米
の
代
り
◎
の
儀
者
宜
敷
御
断
り
申
上
候
」 

米
の
代
り
に
お
金
で
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

「
講
中
斗
正
九
ツ
時
分
呼
れ
て
行 

 

本
家 

水
徳
殿 

水
六
殿 

水
次
殿 

柊
儀
殿 

此
方 

〆
六
人 

夜
四
ツ
時
帰
申
候 

外
ニ
水
嘉
殿
七
ツ
時
分
ゟ 

水
伊
殿
日
暮
ゟ 

此
両
人
米
袋
持
参
被
成
候 

一
緒
ニ
酒
呼
れ
候
」 

講
中
ば
か
り
と
あ
る
の
で
、
年
に
よ
っ
て
檀
家
を
い
く
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
よ
う
だ
。
呼
ば
れ
た
時
間
は

昼
の
十
二
時
、
と
記
し
て
い
る
。
講
中
清
兵
衛
含
め
て
六
人
、
夜
十
時
頃
帰
っ
た
。
ほ
か
に
五
時
頃
よ
り
一
人
、

日
暮
れ
に
な
っ
て
ま
た
一
人
加
わ
っ
た
。
二
人
も
米
袋
を
持
参
し
た
。
そ
し
て
一
緒
に
酒
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
。 

「
御
飯 

 
 

 

猪
口 

人
参
葉 

 
 

 
 

 

白
み
そ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

し
た
し 

 
 

汁 

さ
つ
ま
芋 
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焼
豆
腐 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                       

小
豆 

 
平
皿  

尾
張
大
こ
ん 

 

飛
竜
頭 

 
 

 
 

 
 

 

酒 

 

に
ん
じ
ん 

 

頭
芋 

 
 

 

大
平
皿 

小
飛
竜
頭 

 
 

 

紅
葉
麩 

 

焼
豆
腐 

 
 

 
 

 
 

せ
り 

 
 

 

同 

百
合
根 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

か
ん
瓜 

 
 

 
 

椎
茸 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
肴 

ぎ
せ
い
豆
腐 
 

み
か
ん 

 
 

湯
豆
腐 

 
 

 
 

御
所
柿 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
ぼ
ろ
」 

本
膳
に
は
飯
、
白
み
そ
仕
立
て
の
汁
、
具
は
さ
つ
ま
芋
、
焼
豆
腐
、
茹
小
豆
。
猪
口
に
は
若
人
参
の
葉
の

浸
し
。
人
参
の
葉
は
現
在
市
場
で
関
東
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
が
、
京
都
錦
小
路
で
は
小
さ
な
根
の
つ
い
た

若
々
し
い
葉
を
見
る
事
が
で
き
る
。
江
戸
時
代
の
料
理
本
で
は
、
し
ば
し
ば
人
参
葉
の
料
理
が
見
ら
れ
る
。
惣

菜
の
本
に
も
あ
る
の
で
、
一
般
に
食
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
参
の
根
が
小
さ
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

お
平
に
尾
張
大
こ
ん
と
飛
竜
頭
（
ひ
り
ょ
う
ず
、
が
ん
も
ど
き
と
も
い
う

）。

酒
も
同
時
に
供
さ
れ
た
。
こ
の
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よ
う
に
汁
、
飯
が
初
め
か
ら
出
さ
れ
る
と
悪
酔
い
は
防
げ
る
と
思
わ
れ
る
。
順
次
料
理
三
品
、
い
ず
れ
も
煮
物

で
あ
ろ
う
。
根
に
ん
じ
ん
、
頭
芋
、
焼
豆
腐
。
大
平
皿
と
あ
る
の
で
、
一
緒
盛
り
の
取
り
分
け
料
理
で
あ
ろ
う
。

小
さ
な
飛
竜
頭
と
せ
り
の
取
り
合
わ
せ
は
、
季
節
の
香
り
が
す
る
。
同
じ
く
大
平
皿
で
生
麩
の
紅
葉
麩
、
百
合

根
、
か
ん
ぴ
ょ
う
の
取
り
合
わ
せ
の
煮
物
。
こ
れ
も
香
り
高
い
せ
り
で
引
き
締
め
季
節
感
い
っ
ぱ
い
だ
。
さ
ら

に
取
肴
と
あ
る
の
で
、
酒
の
た
め
の
料
理
が
続
く
。
椎
茸
、
ぎ
せ
い
豆
腐
、
御
所
柿
。
御
所
柿
、
み
か
ん
も
出

て
来
て
い
る
事
か
ら
、
も
う
宴
会
は
終
わ
り
で
あ
ろ
う
。
吸
物
代
わ
り
で
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
、
湯
豆
腐
、

お
ぼ
ろ
こ
ん
ぶ
、
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
精
進
料
理
で
ご
馳
走
の
献
立
は
難
し
い
。
動
物
性
の
タ
ン
パ
ク
質

が
入
れ
ば
ご
馳
走
に
な
る
が
、
植
物
性
の
も
の
で
も
、
物
足
り
な
い
と
感
じ
さ
せ
な
い
工
夫
が
要
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
油
で
揚
げ
る
飛
竜
頭
は
一
役
か
っ
て
い
る
。
ま
た
香
り
の
せ
り
は
、
全
体
を
引
き
締
め
る
。 

 

帰
っ
た
の
は
夜
の
十
時
、
長
時
間
に
渡
る
。
し
か
も
法
要
の
事
が
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
当
番
の
家
で

行
わ
れ
た
時
も
法
要
の
事
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
法
要
ら
し
き
も
の
は
や
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

江
戸
時
代
の
こ
の
行
事
は
最
初
の
頃
の
意
味
合
い
と
大
分
離
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
行
事

に
か
こ
つ
け
て
、
一
種
の
親
睦
会
、
仲
間
で
あ
る
こ
と
、
同
士
の
確
認
の
機
会
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。 
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