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譜
本
と
し
て
の
『
平
家
正
節
』

― 

口
伝
と
そ
の
視
覚
化 

―

鈴　

木　

孝　

庸

１

　

本
日
は
、
平
曲
譜
本
の
中
で
も
特
に
『
平
家
正
節
』
に
つ
い
て
話
し
を
せ
よ
と
の
こ
と
で
す
が
、
今
年
の
春
に
Ｄ
Ｖ
Ｄ
版
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
尾
﨑
家
本
の
『
平
家
正
節
』
の
解
説
を
担
当
し
ま
し
た
時
に
気
が
付
い
て
書
き
ま
し
た
こ
と
を
、
も
う
一
度
こ
こ
で
話
し
て
み
よ
う
と

思
い
ま
す
。

　

気
が
付
い
た
こ
と
は
、
尾
﨑
家
本
正
節
は
全
部
で
39
册
で
す
が
、
外
形
か
ら
見
て
他
の
册
と
違
う
册
が
二
册
あ
り
、
こ
の
二
册
の
中
味
を

見
ま
す
と
、
他
の
37
册
と
は
筆
跡
が
あ
き
ら
か
に
異
な
る
字
で
書
い
て
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
墨は
か
せ譜
の
記
し
方
が
他
の
37
册
と
違
っ
た
点
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
㊟

　

問
題
は
、
墨
譜
の
記
し
方
の
違
い
な
の
で
す
が
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
申
し
て
お
け
ば
、
墨
譜
の
記
し
方
が
違
う
と
言
っ
て
も
、
そ
の
こ

と
で
〈
語
り
〉〈
平
曲
〉
の
表
現
が
違
っ
て
く
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
曲
は
、
琵
琶
を
伴
奏
楽
器
と
す
る
、
と
い
う
か
琵
琶
の
音
を
拠

り
所
と
し
な
が
ら
口
で
表
現
さ
れ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
〈
平
曲
〉〈
語
り
〉
の
、
発
声
さ
れ
る
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表
現
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
そ
の
〈
声
・
表
現
〉
が
、
譜
本
と
し
て
楽
譜
と
し
て
表○

記○

さ
れ
る
場
合
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
、
あ
る
い
は
大

き
な
、
違
い
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ど
の
よ
う
に
墨
譜
の
記
し
方
の
違
い
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
二
つ
指
摘
で
き
る
の
で
す
が
、

　
　

・
一
つ
は
〈
ハ
リ
〉

の
記
し
方
、

　
　

・
も
う
一
つ
は
〈
小こ

節ぶ
し

〉
の
記
し
方

で
す
。
当
初
の
計
画
で
は
、
い
ず
れ
も
取
り
上
げ
て
検
討
結
果
を
報
告
す
る
予
定
で
し
た
が
、
準
備
が
間
に
合
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、〈
小

節
〉
の
こ
と
だ
け
を
取
り
上
げ
ま
す
。

２

　

さ
て
〈
小
節
〉
は
、
独
特
の
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
平
曲
演
奏
家
・
語
り
手
は
、
平
家
の
物
語
り
を
語
り
進
め
る
時
に
、『
平

家
物
語
』
の
こ
と
ば
を
、
文
意
を
尊
重
し
な
が
ら
、
適
宜
こ
と
ば
を
区
切
っ
て
発
声
し
て
い
く
の
で
す
が
、〈
小
節
〉
は
、『
平
家
物
語
』
の

こ
と
ば
の
小
さ
な
単
位
の
、
文
節
単
位
と
言
い
ま
す
か
、
単
語
次
元
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
物
語
伝
達
の
意
味
表
現
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の

一
区
切
り
の
末
尾
の
二○

音○

字○

な
い
し
一○

音○

字○

に
関
わ
る
技
法
で
す
。
と
言
う
と
、
か
え
っ
て
わ
か
り
に
く
い
説
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
分
か
り
や
す
く
具
体
例
で
言
い
ま
す
と
、

    

祇ぎ

園お
ん

精し
ょ
う

舎じ
ゃ

の
鐘か
ね

の
声こ
え

諸し
ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

の
響ひ
び

き
あ
り　

…
…

と
発
声
す
る
時
に
は
、「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
見
て
、「
…
鐘
の
声
」
の
「
こ
え
」
の
と
こ
ろ
（
二
音
字
）
に
〈
小
節
〉
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が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
「
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
」
の
「
あ
り
」
の
と
こ
ろ
に
も
〈
小
節
〉
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
具
合
で
す
。
こ
の
程
度

の
説
明
で
御
理
解
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
先
に
進
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

３

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
小
節
〉
は
、
平
曲
の
曲ふ

節し

で
言
え
ば
、〈
中
ち
ゅ
う

音お
ん

〉〈
三さ
ん

重じ
ゅ
う〉〈

拾ひ
ろ
い〉〈

折お
り

声こ
え

〉
な
ど
に
出
て
き
ま
す
。〈
小
節
〉
の
出

て
く
る
の
は
、
平
家
の
物
語
の
「
こ
と
ば
」
次
元
で
言
え
ば
、
こ
と
ば
の
小
さ
な
ま
と
ま
り
の
し
っ
ぽ
の
二
音
字
で
す
が
、
音
楽
的
に
は
、

平
家
音
楽
の
中
心
音
（
琵
琶
の
第
三
絃
第
四
柱じ
ゅ
うの
音
）
な
い
し
中
心
音
か
ら
逆
ぎ
ゃ
く

六ろ
く

（
完
全
四
度
下
）
の
位
置
に
あ
る
基
盤
の
音
（
琵
琶
の
第

二
絃
第
三
柱じ
ゅ
うの
音
）
に
回
帰
し
、〈
語
り
〉
の
基
本
音
を
確
認
す
る
働
き
が
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
来
ま
す
と
、〈
小
節
〉
は
、『
平
家
物
語
』
の
こ
と
ば
に
あ
る
区
切
り
・
ま
と
ま
り
を
与
え
、
音
楽
的
に
は
基
本
を
確

認
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、「
文
学
的
に
も
」「
音
楽
的
に
も
」
重
要
な
役
割
を
も
っ
た
発
声
箇
所
・
発
声
技
法
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

　

４

　
　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
〈
小
節
〉
は
、〈
中
音
〉
で
は
〈
一い
ち

ノ
声こ
え

〉〈
二に

ノ
声こ
え

〉〈
中ち
ゅ
うユ
リ
〉、〈
三
重
〉
で
は
〈
一
ノ
声
〉、

〈
拾
〉
で
は
〈
一
ノ
声
〉〈
突つ
き

据す
え

〉、〈
折
声
〉
で
は
〈
引ひ
き

下さ
げ

〉〈
引ひ
き

捨す
て

〉
で
す
。
こ
れ
ら
の
〈
小
節
〉
が
、
譜
本
の
中
で
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
尾
﨑
家
本
正
節
を
み
て
い
て
気
が
付
い
た
の
で
す
が
、
尾
﨑
家
本
で
は
、
先
程
言
い
ま
し
た
大
勢
を
占
め



92

る
37
册
で
は
、
墨◎

譜◎

の
形
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。〈
中
音
〉
の
〈
一
ノ
声
〉
な
ら
ば
、「　
　

」
と
い
う
記
号
に
「　
　

」
と
い
う
横
一
本

棒
で
す
。
こ
れ
が
、
筆
跡
の
あ
き
ら
か
に
違
う
方
の
二
册
で
は
、
墨
譜
・
符
号
の
形
（

、

）
が
き
ち
ん
と
記
さ
れ
な
が
ら
、

そ
の
わ
き
に
「
一
ノ
声
」
だ
と
か
「
二
ノ
声
」
だ
と
か
が
、
文○

字○

で
、
こ○

と○

ば○

で
、
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
墨
譜
の
記
し
方
を
、
私
は
尾
﨑
家
本
で
初
め
て
見
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
橋
本
敏
江
先
生
の
お
教
え

を
い
た
だ
い
て
、
平
曲
の
お
稽
古
を
続
け
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
お
稽
古
の
時
に
使
う
譜
本
は
、
館
山
家
御
所
蔵
の
『
平
家
正
節
』
で
、
そ

の
中
に
は
、時
々
、「
一
ノ
声
」「
二
ノ
声
」
な
ど
が
墨
譜
の
わ
き
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、そ
の
時
は
、

特
別
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
み
る
気
持
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
に
し
ろ
い
か
に
声
を
出
す
か
、
音
・
音
程
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
と
い

う
こ
と
で
精
一
杯
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
。
ま
た
、『
平
家
正
節
』
以
外
の
平
曲
譜
本
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
例
え
ば
、
波
多
野
流
譜
本
で
も
、

正
節
の
〈
小
節
〉
に
対
応
す
る
箇
所
に
は
、「
一
ノ
コ
ヘ
」「
二
ノ
コ
ヘ
」
な
ど
と
文○

字○

で○

記○

し○

て○

い○

る○

だ○

け○

で
あ
る
こ
と
も
、
知
っ
て
い
ま

し
た
が
、
こ
れ
も
、
こ
れ
ま
で
そ
の
こ
と
に
注
意
し
て
み
よ
う
と
い
う
気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
「
音
」
を
「
視
覚
的
に
表
現
」
す
る
時
に
、
ふ
た
つ
の
方
法
が
あ
り
、
尾
﨑
家
本
の
二
册
は
、
ふ
た
つ
が
合
体
し
た
形

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
も
し
か
し
た
ら
、「
小○

節○

」
に
関○

し○

て○

は○

、
も
と
も
と
は
「
文
字
・
こ
と
ば
」
で
指
示
す
る
の
が

基
本
的
な
在
り
方
だ
っ
た
も
の
が
、後
に「
墨
譜
の
組
み
合
わ
せ
」で
指
示
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
し
た
の
で
す
。

５

　

右
の
想
像
を
検
証
す
る
た
め
に
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
解
説
で
は
、
他
の
譜
本
の
譜
記
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、

　
　

・
別
に
尾
﨑
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
一
句
仕
立
て
の
譜
本
（「
嚴
嶋
御
幸
」「
女
院
御
出
家
」）

　
　

・
鈴
木
孝
庸
蔵
『
平
曲
中
音
集
』　
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・
波
多
野
流
譜
本　

　
　

・『
秦
音
曲
鈔
』

　
　

・
昭
和
女
子
大
本　

　
　

・
豊
川
本　

で
す
が
、「
文
字
・
こ
と
ば
」
か
ら
「
墨
譜
」
へ
と
い
う
流
れ
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
再
説
の
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
、
し
か
も
『
平
家
正
節
』
に
比
較
的
近
い
と
考
え
ら
れ
る
譜
本
の
指
示
（
ま

た
は
墨
譜
）
を
対
照
し
て
み
た
の
が
、
次
の
表
で
す
。
空
欄
は
、
指
示
な
い
し
墨
譜
が
特
定
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
光
丘
文
庫
本
は
、

こ
れ
ま
で
紹
介
・
検
討
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
譜
本
で
す
か
ら
、
う
し
ろ
に
現
在
分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
ま
し
た
。

吟
譜

光
丘
文
庫
本

豊
川
本

也
有
・
平
語

平
家
正
節

　

波
多
野
流

中
音
（
い
ち
の
こ
え
）

一
声

　　

一
ノ

  

一
ノ

　

一
ノ
コ
ヘ

	

（
に
の
こ
え
）

二
声

　
　
二
ノ
引

  

二
ノ

　

二
ノ
コ
ヘ

	

（
ち
ゅ
う
ゆ
り
）

中
ユ
リ

中
ユ
リ

（
中
ユ
リ
？
）

三
重
（
い
ち
の
こ
え
）

一
声

  

一
ノ

　

一
ノ
コ
ヘ

拾

（
い
ち
の
こ
え
）

一
声

  

一
ノ

　

一
ノ
コ
ヘ

折
声
（
ひ
き
さ
げ
）

引
下

　
　
　

引
卸

引

  

二
ノ

　

	

（
ひ
き
す
て
）

引
捨

　
　
　

引
卸

落

　

　
　
　

引

　
『
平
家
吟
譜
』
と
『
平
家
正
節
』
は
、「
墨
譜
」
で
「
小
節
」
を
指
示
し
、光
丘
文
庫
『
平
家
曲
集
』
と
波
多
野
流
譜
本
は
、「
文
字
・
こ
と
ば
」

で
「
小
節
」
を
指
示
し
、
豊
川
本
や
也
有
筆
『
平
語
』
は
、
折
衷
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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あ
ら
た
め
て
こ
の
状
態
を
見
直
す
と
、
当
初
想
像
し
た
よ
う
に
「
文
字
・
こ
と
ば
」
か
ら
「
墨
譜
」
へ
と
「
時
間
的
に
変
化
」
し
た
の
だ

ろ
う
こ
と
は
、
大
筋
で
認
め
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
直
し
ま
す
と
、
各
譜
本
が
ひ
と
つ
の
空
間
で
順
を
追
っ

て
成
立
し
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
豊
川
本
は
江
戸
の
も
の
で
あ
り
、
也
有
本
は
名
古
屋
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
う

な
る
と
、
こ
う
し
た
諸
「
譜
記
」
の
在
り
方
は
、
全
譜
本
を
ひ
と
つ
の
「
時
間
軸
」
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
他
に
要
因
を
想
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
も
、「
文
字
・
こ
と
ば
」
式
は
、
全
体
と
し
て
見
て
「
墨
譜
」
が
考
案
さ
れ
る
前
の
段
階
だ
と
い
う
の
な
ら
話
は
別
で
す
が
、
光
丘

文
庫
本
に
し
て
も
波
多
野
流
譜
本
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
譜
本
中
の
他
の
箇
所
で
は
頻
繁
に
「
墨
譜
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

問
題
は
、「
小こ

節ぶ
し

」
部
分
と
「
そ
の
他
」
部
分
（
か
な
り
乱
暴
な
分
け
方
で
す
が
…
）
と
で
、
演
誦
上
、
伝
受
上
、
大
き
な
違
い
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。「
小
節
」
の
意
味
に
つ
い
て
は 

３

 

で
触
れ
ま
し
た
。「
小
節
」
は
、
文
学
的
に
も
音
楽
的
に
も

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
の
箇
所
の
演
誦
表
現
に
は
、
楽
譜
と
し
て
す
べ
て
を
表
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
「
小
節
」
の
表
現
に
は
、
発
声
と
琵
琶
演
奏
（
そ
れ
ぞ
れ
の
「
小
節
」
で
決

ま
っ
た
「
手
」
が
あ
り
ま
す
）
を
同
時
に
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
は
、
譜
本
の
中
に
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。「
口

伝
」
の
世
界
な
の
で
す
。「
小
節
」
部
分
と
「
そ
の
他
」
部
分
と
で
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
　

・「
そ
の
他
」
部
分
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
・
節
回
し
等
を
変
更
す
る
余
地
が
あ
る
、
の
に
対
し
、

　
　

・「
小
節
」
部
分
は
、
固
定
的
で
あ
る
が
、
す
べ
て
を
視
覚
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
は
表
示
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
小
節
」
を
墨
譜
に
せ
ず
、「
一
ノ
声
」
と
か
「
二
ノ
声
」
な
ど
と
こ
と
ば
で
指
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
指
示
で

は
す○

べ○

て○

を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
、
し
か
し
、
逆
に
そ
の
こ○

と○

ば○

が
、「
口
伝
」
に
す
べ
て
託
す
よ
う
な
形
で
、

「
小
節
」
部
分
の
演
誦
の
総
体
を
表
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
と
考
え
る
の
で
す
。

　

私
は
、各
譜
本
の
譜
記
を
ひ
と
つ
の
時
間
軸
で
見
て
、古
い
段
階
で
は
「
文
字
・
こ
と
ば
」
で
指
示
す
る
し
か
方
法
の
な
か
っ
た
「
小
節
」
を
、

後
出
で
完
成
形
と
も
い
う
べ
き
『
平
家
正
節
』
は
、
進
ん
で
視
覚
化
を
計
っ
た
の
だ
と
評
価
し
た
の
で
す
が
、
前
掲
の
よ
う
に
諸
譜
本
を
見
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直
し
て
み
ま
す
と
、「
晴
眼
者
の
た
め
の
譜
本
」
と
い
う
こ
と
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
、
そ
し
て
、
単
一
の
時
間
軸
で
考
え
て
い
た
の
だ
と
、

反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

平
家
の
も
の
が
た
り
の「
音
」を
視
覚
的
に
表
現
し
た
も
の
が
譜
本
だ
と
考
え
る
な
ら
、「
視
覚
化
さ
れ
な
い
も
の
」が
同
居
す
る
の
は
、「
音
」

の
伝
受
に
「
視
覚
」
を
必
要
と
し
な
い
者
の
存
在
を
考
え
併
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
譜
本
の
問
題
は
、
晴
眼
者

の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
の
だ
と
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
盲
人
に
と
っ
て
も
、
演
誦
の
伝
受
に
関

わ
っ
て
譜
本
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
尾
﨑
家
本
『
平
家
正
節
』
の
譜
記
を
見
る
こ
と
か
ら
、
考
え
始
め
た
の
で
す
。
な
お
、
こ

の
想
像
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
京
都
、
奥
村
検
校
の
所
有
文
書
中
に
波
多
野
流
譜
本
の
一
揃
い
を
は
じ
め
、『
平
家
正
節
』
の
数
句
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
ま
す
。

㊟　

尾
﨑
家
本
39
册
の
内
、「
七
之
下
」「
八
之
下
」
の
２
册
に
注
目
し
た
の
だ
が
、
ほ
か
に
「
間
の
物
」
と
「
小
秘
事
」
の
２
册
も
あ
き
ら

か
に
筆
跡
が
異
な
る
。
し
か
し
、こ
ち
ら
は
「

」
の
連
続
譜
記
は
な
く
、「
小
節
」
部
分
に
文
字
付
記
は
な
い
。
筆
の
違
い
に
注
目
す
れ
ば
、

35
、
２
、２
、
と
分
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、「
譜
記
」
の
在
り
方
を
注
意
す
る
の
が
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
か
ら
、
37
と
２
で
話
を
進
め
る
。

◎
付
記　

酒
田
市
立
光
丘
文
庫
蔵
『
平
家
曲
集
』　
こ
の
譜
本
に
つ
い
て
は
、（
酒
田
市
立
）
図
書
館
報
「
光
丘
」N

o.140

（
平
成
二
十
四
年
二
月
）
に
紹
介
文
を
寄
稿
し
た
。　

ま
た
「
新
潟
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
」
第
五
十
四
号
（
平
成
二
十
四
年
三
月
予
定
）
に
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を
載
せ
る
予
定
。

    

一
句
１
冊
仮
綴
本
。
百
七
十
九
句
、
182
册
存
。　

    

第
一
巻
―
十
四
句
、
14
册
存
。「
祇
園
精
舎
」
ナ
シ
。

    

第
二
巻
―
十
五
句
、
15
册
存
。「
善
光
寺
炎
上
」
ナ
シ
。

    

第
三
巻
―
全
十
八
句
、
18
册
存
。

    

第
四
巻
―
全
十
六
句
、
16
册
存
。
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第
五
巻
―
十
六
句
、
17
册
存
。
う
ち
「
月
見
」
二
册
存
。「
延
喜
聖
代
」「
東
国
下
向
」
ナ
シ
。

    
第
六
巻
―
十
二
句
、
13
册
存
。「
小
督
」
は
上
下
二
册
。「
葵
前
」
ナ
シ
。

    

第
七
巻
―
全
十
九
句
、
19
册
存
。

    

第
八
巻
―
全
十
二
句
、
12
册
存
。

    

第
九
巻
―
十
八
句
、
19
册
存
。「
小
宰
相
」
は
上
下
二
册
。「
濱
軍
」「
落
足
」
ナ
シ
。

    

第
十
巻
―
十
五
句
、
15
册
存
。「
横
笛
」
ナ
シ
。

    

第
十
一
巻
―
十
五
句
、
15
册
存
。「
勝
浦
合
戦
」「
那
須
与
市
」「
鷄
合
」
ナ
シ
。

    

第
十
二
巻
―
九
句
、
９
册
存
。「
紺
掻
」
ナ
シ
。

    

灌
頂
五
句
―
ナ
シ
。

    

大
小
秘
事
―
ナ
シ
。

　

（1）　

墨
譜
の
形
、
白
声
の
終
結
部
に
「
ム
ン
」
と
指
示
す
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、

 

・
旧
東
京
教
育
大
学
（
現
筑
波
大
学
）
蔵
古
写
本
『
平
家
物
語
』
卷
第
一
の
譜
記

 

・
東
北
大
学
図
書
館
『
平
家
物
語
か
た
り
本
』

      　

と
同
じ
系
統
の
譜
本
と
考
え
ら
れ
る
。　

　

（2）　

右
の
二
譜
本
に
関
し
て
、

      　

薦
田
治
子
『
平
家
の
音
楽
』（
二
○
○
三
。
第
一
書
房
）
170
頁
～　

      　

奥
村
和
子
「
前
田
流
平
曲
古
譜
本
に
お
け
る
白
声
の
存
在
に
つ
い
て
」（「
女
子
大
文
学
」
50
） 

      　

の
検
討
が
あ
る
。

　
　
　

・
筑
波
大
学
本
に
関
し
て
、
渥
美
か
を
る
の
指
摘
―
ⓐ
白
声
が
な
い
こ
と
。
ⓑ
よ
っ
て
前
田
・
波
多
野
両
流
分
岐
以
前
の
古
譜
本
で
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あ
ろ
う
。
―
が
あ
っ
た
。

　
　
　

・
現
在
で
は
、
こ
の
う
ち
、
ⓑ
の
可
能
性
は
少
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
し
か
し
、
ⓐ
に
関
す
る
解
釈
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
と

思
う
。

　

（3）　

今
回
、
光
丘
文
庫
本
を
検
討
す
る
中
で
、
あ
ら
た
め
て
筑
波
大
学
本
を
見
直
し
た
と
こ
ろ
、「
白
声
」
の
指
示
が
な
い
こ
と
は
確
か

だ
が
、
東
北
大
学
本
や
光
丘
文
庫
本
で
「
詢　白

声

」
な
ど
と
指
示
し
た
あ
と
の
白
声
の
「
尾
部
」
を
意
味
す
る
（
薦
田
）「
ム
ン
」
が
、
筑

波
大
学
本
に
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
―
筑
波
大
学
本
も
、「
詢　白

声

」
な
ど
と
表
示
す
る
譜
本
を
も
と
に
し
た
写
し
で
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　

（4）　

光
丘
文
庫
本
に
は
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
書
き
込
み
が
あ
る
。

こ
の
中
で
も
、「
豊
田
」
と
記
す
書
き
込
み
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
第
二
巻
の
「
西
光
被
斬
」「
小
教
訓
」「
少
将
乞
請
」
と
い
う
連

続
す
る
三
句
中
に
あ
る
。　

      

ⅰ
豊
田
ハ
指
ツ
ト
フ
（「
弓
箭
ヲ
帯
シ
テ
、
馳
會ツ
ド
フ。」
の
「
馳
ツ
ド
フ
」
に
対
す
る
書
き
込
み
）
―
「
西
光
被
斬
」

      

ⅱ
豊
田
コ
ハ
（「
抑ソ
モ

何
事
ナ
ル
ラ
ン
」
の
「
ソ
モ
」
に
対
し
て
）　

―
「
西
光
被
斬
」

      

ⅲ
豊
田
兵
ト
モ
（「
内
ニ
モ
侍
ト
モ
」
の
「
侍
ト
モ
」
に
対
し
て
）　

―
「
西
光
被
斬
」　

      

ⅳ
豊
田
イ
ソ
キ
（「
ナ
シ
ト
宣
ヘ
バ
。
縁
ノ
上
ヘ
」
を
「
宣
ヘ
バ
。
イ○

ソ○

キ○

縁
ノ
」
と
の
こ
と
）
―
「
西
光
被
斬
」　

      

ⅴ
豊
田
皆
ト
教
ユ
（「
京
童
部
ハ
高カ

平
太
ト
コ
ソ
」
を
「
皆
高
平
太
ト
」
と
の
こ
と
）　

―
「
西
光
被
斬
」  　

      

ⅵ
豊
田
出
サ
レ
タ
リ
シ
（「
搦
出
シ
タ
リ
シ
」
に
対
し
て
）　

―
「
西
光
被
斬
」

      

ⅶ
豊
田
シ
ヤ
ツ
ト
教
（「
奴キ
ヤ
ツガ
首
」
に
対
し
て
）　

―
「
西
光
被
斬
」

      

ⅷ
豊
田
去
ニ
テ
モ
（「
尓サ
リ

ト
テ
ハ
」
に
対
し
て
）　

―
「
小
教
訓
」　

      

ⅸ
豊
田
ハ
御
所
ト
教
ル
（「
御
前
ヲノ

。
退
出
ラ
レ
ケ
ル
」
に
対
し
て
）　

―
「
少
将
乞
請
」

こ
の
う
ち
、
ⅴ
ⅶ
ⅸ
の
書
き
込
み
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
は
直
に
教
え
を
受
け
た
者
の
書
き
込
み
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
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教
え
の
主
は
「
豊
田
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、平
曲
演
奏
家
で
「
豊
田
」
と
言
え
ば
、「
豊
田
雅
一
検
校
」
が
想
起
さ
れ
る
。『
平

家
吟
譜
』
制
定
の
基
礎
と
な
っ
た
平
曲
吟
味
会
の
指
導
者
で
も
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
光
丘
文
庫
本
は
、『
平
家
吟
譜
』
に
近
い
時
点

で
の
成
立
、
ま
た
は
、『
平
家
吟
譜
』
の
周
辺
の
伝
承
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（5）　

念
の
た
め
、
右
の
ⅰ
～
ⅸ
に
つ
い
て
、『
吟
譜
』（
こ
の
三
句
は
、
宮
﨑
文
庫
記
念
館
蔵
平
家
物
語
の
み
収
載
）
と
照
合
し
た
。
そ
の

結
果
は
、「
豊
田
」
と
は
す
べ
て
一
致
し
な
か
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
ま
こ
と
に
残
念
だ
が
、「
豊
田
検
校
」
以
外
に
想
起
す
べ
き
「
豊

田
」
は
、
現
在
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
ま
ず
は
「
豊
田
検
校
」
と
見
て
、『
吟
譜
』
と
の
精
査
を
、
今
後
に
期
し
た
い
。

　

（6）　

光
丘
文
庫
本
等
三
譜
本
は
、『
吟
譜
』
に
近
い
譜
本
、さ
ら
に
は
『
正
節
』
に
近
い
譜
本
と
見
て
も
よ
さ
そ
う
だ
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

（7）　

さ
ら
に
、
光
丘
文
庫
本
は
、
三
譜
本
の
中
で
は
収
録
句
数
が
最
も
多
い
。
灌
頂
五
句
や
大
小
秘
事
の
な
い
の
は
惜
し
い
が
、
三
譜
本

の
中
心
に
す
べ
き
譜
本
と
考
え
ら
れ
る
。

※ 

参
考
文
献
…
『
酒
田
市
立
光
丘
文
庫
所
藏
國
書
分
類
目
録
』（
一
九
八
八
）。
国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
」。

（
新
潟
大
学
人
文
学
部
教
授
）




