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譜
本
と
し
て
の
『
平
家
正
節
』

―
〈
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
〉
か
ら
の
提
言
―

上　

野　

和　

昭

　
〈
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
〉
と
い
う
日
本
語
学
の
一
分
野
か
ら
、「
譜
本
と
し
て
の
『
平
家
正
節
』」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
三
つ
の

こ
と
を
提
起
す
る
。

　

し
か
し
そ
の
ま
え
に
、〈
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
く
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
は
、
た
と
え
ば
東
京
で
は
「（
川
に
か
か
っ
て
い
る
）
ハ
シ
」
と
「（
ご
飯
を
た
べ
る
と
き
に
手
に
も
つ
）
ハ

シ
」
と
で
は
、
同
じ
音
の
連
続
で
あ
っ
て
も
、
高
く
発
音
す
る
部
分
が
異
な
る
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
に
つ
い
て
決
ま
っ
て

い
る
音
の
高
低
の
あ
ら
わ
れ
方
、
ま
た
そ
の
高
低
に
つ
い
て
の
規
則
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
ク
セ
ン
ト
は
昔
か
ら
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
、日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
現
代
に
い
た
る
か
を
考
え
る
学
問
が
成
立
す
る
。
そ
れ
を〈
日

本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
〉
ま
た
は
〈
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
研
究
〉
と
呼
ぶ
。

　

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
や
レ
コ
ー
ド
な
ど
、
録
音
す
る
技
術
の
な
か
っ
た
時
代
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
直
接
た
し
か
め
る
方
法
は
な
い
が
、
そ
れ
を

記
録
し
た
り
、
説
明
し
た
り
し
た
文
献
は
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
な
に
よ
り
も
日
本
の
伝
統
芸
能
に
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
生
か

し
て
節
付
け
し
た
よ
う
な
も
の
が
か
な
り
あ
る
。
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
お
よ
そ
平
安
時
代
の
半
ば
ま
で
さ
か
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の
ぼ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
長
く
日
本
の
文
化
的
中
心
地
で
あ
り
つ
づ
け
た
京
都
を
中
心
と
す
る
地
域
に
か
ぎ
ら

れ
る
。

　

さ
て
、
平
曲
譜
も
江
戸
中
期
以
前
の
ア
ク
セ
ン
ト
史
の
資
料
と
な
る
。
と
く
に
『
平
家
正
節
』
の
《
口
説
》
や
《
白
声
》
の
よ
う
な
曲
節

は
、
そ
こ
に
施
さ
れ
た
譜
記
と
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
対
応
が
わ
か
り
や
す
い
う
え
に
、
譜
記
の
施
さ
れ
た
語
の
数
も
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
助
詞
・

助
動
詞
を
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
な
ど
、
ほ
か
の
ア
ク
セ
ン
ト
資
料
に
は
み
ら
れ
な
い
利
点
を
も
つ
。

　

し
か
し
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、〈
平
家
物
語
〉
の
こ
と
ば
が
江
戸
期
の
京
都
語
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
こ
と
で
、
い
わ

ば
鎌
倉
期
以
来
の
文
章
を
、
江
戸
期
の
人
が
声
に
出
し
て
語
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
も
特
別
な
口
調
で
、
と
き
に
は
節
を
つ
け
る
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
こ
に
当
時
の
音
声
言
語
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
っ
て
も
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

一
、『
平
家
正
節
』
の
詞
章
と
譜
記
に
つ
い
て

　

こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
と
こ
ろ
は
、『
平
家
正
節
』
の
う
ち
、
音
楽
性
の
な
い
《
白
声
》
と
そ
れ
の
希
薄
な
《
口
説
》
の
曲
節
に
か
ぎ
る
。

そ
れ
は
〈
ア
ク
セ
ン
ト
史
研
究
〉
に
、
こ
れ
ら
二
曲
節
が
便
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
譜
記
と
そ
の
反
映
す
る
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
対
応

が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。《
白
声
》
に
お
い
て
は
｛
上
｝
譜
が
付
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
無
譜
の
部
分
を
低
い
拍
、｛
上
｝
譜
の

あ
る
部
分
を
高
い
拍
と
み
な
す
。《
口
説
》
に
お
い
て
は
、
施
さ
れ
る
譜
の
ほ
と
ん
ど
が
｛
上
｝
譜
と
｛
コ

上
（
コ
）｝
譜
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
ら
を
無
譜
（
低
拍
）
に
対
し
て
高
拍
と
み
な
す
。

　

さ
て
、
た
と
え
ば
「
城
」
と
い
う
漢
字
は
、
音
読
み
な
ら
ば
ジ
ョ
ー
（
ジ
ャ
ウ
呉
音
去
声
＝
低
高
）
ま
た
は
セ
イ
（
漢
音
平
声
重
＝
低
低

→
高
低
）、
訓
読
み
な
ら
ば
シ
ロ
（
高
高
）
と
な
る
。
そ
こ
で
左
の
二
例
を
み
る
と
、
同
じ
《
白
声
（
素
声
）》
の
例
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

譜
記
が
異
な
る
。
こ
れ
は
①
が
呉
音
ジ
ャ
ウ
と
対
応
す
る
譜
記
で
あ
り
、
②
は
訓
読
み
の
シ
ロ
と
読
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
尾
﨑
本
は
前
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者
に
の
み
濁
点
を
付
し
て
正
確
を
期
し
て
い
る
。
京0

大
本
の
②
朱
注
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
う
読
む
べ
き
か
、
譜
記
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。

芸0

大
本
に
は
「
ゼ
ウ
」
と
振
り
仮
名
が
あ
る
か
ら
、
譜
記
と
読
み
と
は
一
致
し
な
い
。
東0

大
本
も
②
の
「
城
」
に
濁
点
を
付
け
て
い
る
。
こ

れ
も
ジ
ャ
ウ
と
読
ま
せ
る
つ
も
り
で
あ
ろ
う
か
ら
、
尾
﨑
本
の
方
が
こ
の
点
に
お
い
て
は
優
れ
て
い
る
。（
以
下
用
例
の
底
本
は
尾
﨑
本
）

①　

城゙
を
出
て
（
×
×
上
×
×
×
）

五
上
喘
涸
声
3
2
7
Ｄ
素
声
〔
東
京
Ａ
早
「
城
」
濁
点
な
し
（
同
）〕

②　

城
の
内
を
（
上
上
上
上
×
×
）

十
四
上
一
二
駈
1
0
3
0
Ｃ
素
声 

〔
早
（
同
）、
京
Ａ
（
同
）
朱
第
三
譜
ま
で
を
括
っ
て
「
野
无
」、
東
「
城゙
」（
同
）、
芸
「
城ぜ
う

の
内う
ち

を
」（
同
）〕

　

ま
た
次
の
例
は
、と
も
に
「
入
道
相
国
の
テ
イ
」
と
い
う
場
合
に
「
亭
」「
邸
」
の
ほ
か
、④
早0

大
本
に
は
「
第
」
の
字
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
が（
上
上
）と
い
う
譜
記
に
ふ
さ
わ
し
い
か
。「
亭
」は
漢
音
テ
イ
平
声
重（
呉
音
ヂ
ャ
ウ
）、「
邸
」は
漢
音
テ
イ
上
声（
呉
音
タ
イ
）、「
第
」

は
漢
音
テ
イ
去
声
（
呉
音
ダ
イ
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
譜
記
に
一
致
す
る
漢
字
は
「
邸
」
し
か
な
い
。
平
曲
の
譜
記

は
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
字
音
声
調
を
反
映
し
て
規
則
的
に
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
、「
亭
」
の
漢
字
を
用
い
る

尾
﨑
本
の
詞
章
に
疑
問
が
残
る
。

③　

入
道
相
国
の
亭
へ
入
ら
せ
お
は
し
ま
す
（
～
上
上
×
～
）

五
上
厳
幸
3
1
3
Ｂ
素
声
〔
東
京
Ａ
（
同
）、
早
「
邸
へ
」（
同
）〕

④　

入
道
相
国
の
亭
へ
行
向
ッ
て
（
～
上
上
×
～
）

十
上
物
怪
7
4
8
Ｂ
口
説
〔
東
「
邸
ィ
へ
」（
同
）、
京
Ａ
「
亭
へ
」
朱
「
邸
」、
早
「
第
へ
」（
同
）〕
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二
、『
平
家
正
節
』
の
詞
章
の
句
切
り
方
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
無
譜
部
分
に
つ
い
て
の
一
解
釈
―

　

さ
て
〈
ア
ク
セ
ン
ト
史
研
究
〉
に
よ
り
、
一
つ
ひ
と
つ
の
語
に
つ
い
て
、
そ
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
、
む
し
ろ
譜
の

な
い
と
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
石
川
幸
子
氏
に
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
観

点
か
ら
の
研
究
が
あ
る
が
（
た
と
え
ば
「
譜
面
か
ら
韻
律
を
推
測
す
る
」『
日
本
語
学
』
二
七
－
四
、二
〇
〇
八
な
ど
）、
こ
こ
で
は
施
さ
れ

た
譜
記
か
ら
、
施
譜
し
た
人
が
ど
の
よ
う
に
詞
章
を
句
切
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

⑤　

知
時
が
狩
衣
の
袖
の
く
ゝ
り
を
解
て
（
上
上
×
×
×
上
コ
×
×
×
×
×
×
上
上
上
コ
×
×
×
）

七
下
重
衡
被
斬
5
5
1
Ｃ
口
説
〔
東
京
Ａ
早
（
同
）〕

⑥　

後
を
か
へ
り
見
た
り
け
れ
ば
（
×
上
×
×
×
×
×
コ
×
×
×
×
×
）　

二
下
敦
盛
1
3
9
Ｂ
口
説
〔
東
早
（
同
）、
芸
「
後う
し
ろを

顧
か
え
り
みた

り
け
れ
は
」（
同
）、
京
Ｄ
「
後
ヲ
顧
タ
リ
ケ
レ
ハ
」《
下
平
下
×
平
平

平
平コ

下
×
×
×
×
》
朱
《
平
平
平
》
を
消
す
〕

　

⑤
の
構
造
を
文
節
単
位
に
示
せ
ば
、｛〔（〈
知
時
が
狩
衣
の
〉
袖
の
）
括
り
を
〕
解
い
て
｝
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
譜
記
は
〈
知
時
が
〉〈
狩

衣
の
袖
の
〉〈
括
り
を
解
い
て
〉
と
三
つ
に
分
け
て
語
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
れ
が
分
か
る
の
か
と
い
え
ば
、
多
く
の
場
合
、
二

つ
の
ア
ク
セ
ン
ト
単
位
が
一
つ
に
ま
と
ま
る
と
き
に
は
、
前
に
あ
る
句
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
生
か
し
て
、
後
ろ
の
句
は
低
く
平
ら
に
続
く
か
ら

で
あ
る
。「
袖
の
」
は
、
こ
の
時
代
も
（
高
高
高
）
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
た
「
解
い
て
」
も
（
低
高
低
）
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
「
袖
の
」「
解
い
て
」
に
は
譜
記
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
前
の
語
句
と
一
ま
と
ま
り
に
発
音
す
る
よ
う
施

譜
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

⑥
は
〈
後
ろ
を
か
へ
り
〉〈
見
た
り
け
れ
ば
〉
と
な
っ
て
二
つ
に
分
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
大
本
や
京
大
本
の
よ
う
に
「
顧
る
」
と
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い
う
一
語
の
よ
う
な
表
記
は
、
こ
の
場
合
に
は
適
当
で
な
い
。
か
り
に
そ
れ
を
一
つ
の
動
詞
と
み
る
に
し
て
も
、
連
用
形
が
（
×
×
×
コ
）

と
い
う
譜
記
に
対
応
す
る
ア
ク
セ
ン
ト
の
動
詞
な
ど
、
こ
の
時
代
に
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、
平
曲
の
低
起
性
旋
律
に
つ
い
て

　
『
平
家
正
節
』《
口
説
》に
は
、奥
村
三
雄
博
士
が〈
特
殊
低
起
式
表
記
〉と
名
付
け
た
譜
記
が
あ
ら
わ
れ
る
。⑦
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、「
佐
々

木
の
四
郎
」
は
、
こ
と
ば
の
音
調
と
し
て
は
最
初
か
ら
高
拍
五
連
続
で
あ
る
と
こ
ろ
、
は
じ
め
の
二
拍
を
低
く
語
る
よ
う
な
譜
記
が
施
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
を
〈
５
－
２
類
型
〉
と
呼
ぶ
。『
正
節
』
に
は
ほ
か
に
〈
６
－
４
類
型
〉〈
４
－
２
類
型
〉
が
多
い
。
こ
れ
は
音
楽
的
な
要
請

か
ら
ア
ク
セ
ン
ト
を
崩
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
高
拍
四
連
続
以
上
の
と
き
に
、
い
つ
も
〈
特
殊
表
記
〉
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
わ

け
の
も
の
で
も
な
い
。

⑦　

佐
々
木
の
四
郎
の
給
ら
れ
た
り
け
る
御
馬
は
（
×
×
上
上
コ
×
×
×
～
）　

三
下
宇
治
川
1
9
4
Ｄ
口
説

　

い
ま
高
拍
四
連
続
の
場
合
に
つ
い
て
、
前
田
流
の
京
都
・
名
古
屋
系
古
譜
本
（
筑0

波
大
本
・
東
北0

大
本
・
也0

有
本
）
や
江
戸
前
田
流
の
吟

譜
系
譜
本
（
高0

田
本
・
米0

沢
本
・
宮0

﨑
本
）、
同
じ
く
当
道
系
の
豊0

川
勾
当
本
（
早
大
演
博
本
）、
そ
れ
に
波
多
野
流
譜
本
（
秦0

音
曲
鈔
・
京

大
本
波0

多
野
流
節
付
ケ
語
リ
本
）
を
『
正
節
』
の
譜
記
と
比
較
し
て
み
る
。
以
下
《　

》
内
は
線
条
譜
を
主
と
す
る
譜
記
、（　

）
内
は
文

字
譜
を
主
と
す
る
譜
記
。

⑧　

斯
て
清
盛
…
年
五
十
一
に
て
病ヤ
マ
ヒ

に
お
か
さ
れ
（
上
上
上
コ
×
×
×
）　

八
上
禿
童
5
5
6
Ｂ
口
説
〔
筑
北
（
上
中
上
中
×
×
×
）、
也
（
中
中
上
中
×
×
×
）、
高
米
《
上
乙
上
乙
×
×
×
》、
宮
《
下
下
上

乙
×
×
×
》、
豊
《
上
上
上
平
×
×
×
》、
秦
《
上
下
上
下
×
×
×
》、
波
《
上
上
上
平
×
×
》〕
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⑨　

入
道
相
国
の
謀
に
（
上
上
上
上
×
×
）　

八
上
禿
童
5
5
7
Ｄ
素
声
〔
筑
北
（
上
中
上
中
×
×
）、
也
（
×
中
上
中
×
×
）、
高
米
《
上
乙
上
乙
×
×
》、
宮
《
下
下
上
乙
×
×
》、

豊
《
上
上
上
平
×
×
》、
秦
《
上
下
上
下
×
×
》、
波
《
上
平
上
平
×
×
》〕

　

こ
れ
ら
を
対
照
し
て
み
る
に
、〈
４
－
２
類
型
〉
の
〈
特
殊
低
起
式
表
記
〉
の
あ
ら
わ
す
旋
律
は
、
は
じ
め
前
田
流
古
譜
本
や
江
戸
前
田

流
の
吟
譜
系
譜
本
、
ま
た
波
多
野
流
譜
本
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
（
上
中
上
中
）《
上
乙
上
乙
》《
上
下
上
下
》
な
ど
と
い
っ
た
上
下
に
揺
す
る

よ
う
な
旋
律
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
の
ち
也
有
本
の
（
中
中
上
中
）（
×
中
上
中
）
や
宮
﨑
本
の
《
下
下
上
乙
》
の
よ
う
な
低
起

性
旋
律
に
転
じ
て
、
さ
ら
に
『
正
節
』《
口
説
》
に
あ
る
よ
う
な
譜
記
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
ほ
か
の
類
型
に
も
同
様
な

変
容
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
田
流
古
譜
本
と
吟
譜
系
譜
本
、
そ
れ
に
波
多
野
流
譜
本
と
に
み
ら
れ
る
譜
記
の
類
似
は
な
に
を

示
唆
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
も
ま
た
興
味
の
つ
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
）




