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平
曲
譜
本
研
究
へ
の
一
提
言

～
平
曲
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
譜
本
と
し
て
の
『
平
家
正
節
』」
開
催
の
趣
旨
～

犬　

飼　
　
　

隆

　

平
曲
譜
本
の
基
本
的
な
性
格
は
、
晴
眼
者
が
平
曲
を
稽
古
す
る
た
め
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
平
曲
は
、
平
家
物
語
を
声
で
表
現
す
る
芸
術

で
あ
る
。
平
家
物
語
は
、
そ
の
成
立
当
初
か
ら
、
声
で
語
っ
て
き
か
せ
る
形
態
を
も
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
、
写
本
に
読
み
本
系
の
も
の
と
語

り
本
系
の
も
の
と
が
あ
る
。
平
曲
譜
本
は
、
語
り
本
系
の
本
文
に
墨
譜
（「
博
士
」
と
も
。『
平
家
正
節
』
で
は
「
象し
ょ
う」

と
呼
ぶ
）
を
付
す
こ

と
に
よ
り
、
語
る
と
き
の
声
の
使
い
方
を
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
曲
の
専
門
的
な
語
り
手
は
盲
目
の
検
校
た
ち
で
あ
り
、
声
の
使
い
方

の
伝
承
は
口
伝
で
行
わ
れ
た
。
平
曲
譜
本
の
作
成
は
、晴
眼
の
愛
好
者
た
ち
が
使
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
伝
え
ら
れ
て
い
る
譜
本
は
、

平
曲
を
学
ぶ
愛
好
者
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
受
容
に
応
じ
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、『
平
家
正
節
』
は
、そ
の
な
か
で
「
当
道
座
の
正
本
」

と
も
言
う
べ
き
特
別
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　

譜
本
の
象
は
、
あ
る
熟
達
者
の
あ
る
と
き
の
語
り
の
記
録
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
昭
和
年
代
後
半
に
藤
井
制
心
氏
が
当
時
名
古
屋

で
活
動
し
た
三
検
校
の
語
り
を
採
譜
し
た
。
採
譜
は
十
三
年
を
費
や
し
て
行
わ
れ
、
作
成
さ
れ
た
譜
面
は
標
準
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
藤
井
知
昭
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
採
譜
の
開
始
当
時
は
三
検
校
の
語
り
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
、
十
年
位
た
っ

た
こ
ろ
均
質
化
し
て
き
た
由
で
あ
る
。
三
検
校
の
残
し
た
別
の
録
音
で
は
実
際
に
細
部
が
異
な
る
。
声
の
芸
術
に
お
い
て
同
一
人
が
常
に
異
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な
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
語
句
は
伝
承
に
則
る
と
し
て
も
、
一
句
全
体
、
曲
節
と
曲
節
と
の
組
み
立
て
方

等
の
表
現
が
変
わ
り
、
声
の
使
い
方
も
そ
の
都
度
細
部
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
情
か
ら
、『
平
家
正
節
』
は
、
荻
野
知
一
検
校
に
よ

る
平
家
物
語
詞
章
の
一
つ
の
解
釈
、
そ
の
解
釈
に
も
と
づ
く
一
つ
の
口
頭
表
現
の
跡
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

文
字
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
読
み
返
し
た
り
、
時
間
に
と
ら
わ
れ
ず
熟
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
の
充
分
な
理
解
に
達
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
語
ら
れ
る
声
は
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
展
開
す
る
一
次
元
の
音
列
と
し
て
聴
衆
の
耳
に
入
る
。
語
り
手
は
、
聴
衆
に

物
語
の
内
容
を
理
解
さ
せ
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
、
そ
の
音
列
の
表
現
に
技
巧
を
尽
く
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
譜
本
に
付
さ
れ
た
象
は
、
そ

の
技
巧
を
活
性
化
す
る
手
が
か
り
と
し
て
の
記
号
で
あ
る
。
記
号
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
さ
し
あ
ら
わ
す
声
の
使
い
方
が
標
準
化
さ
れ

て
い
る
。
口
伝
え
や
、
録
音
を
聞
い
て
口
ま
ね
を
す
る
の
と
は
事
情
が
異
な
る
。
同
じ
象
か
ら
、
熟
達
者
な
ら
、
良
き
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

活
性
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
学
習
者
は
、
そ
の
域
に
達
し
よ
う
と
し
て
、
象
を
手
が
か
り
に
努
力
す
る
。
学
習
に
は
指
導
者
の
口
伝
に
よ
る

補
助
が
行
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
象
の
示
す
指
示
に
近
づ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
学
習
者
は
生
身
の
人
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
象
に
示
さ
れ

た
指
示
と
実
際
の
語
り
と
が
乖
離
す
る
可
能
性
が
生
ず
る
。

　

す
べ
て
の
声
の
芸
術
の
基
盤
に
な
る
の
は
言
語
の
も
つ
抑
揚
で
あ
る
。
今
に
伝
え
ら
れ
る
平
曲
は
、
中
近
世
の
京
都
方
言
に
も
と
づ
い
て

曲
付
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。
曲
節
の
な
か
の
「
素
声
」「
口
説
」
の
部
分
の
抑
揚
は
そ
の
言
語
ア
ク
セ
ン
ト
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
、

平
曲
は
音
楽
で
あ
る
か
ら
、
曲
付
け
の
た
め
に
言
語
と
異
な
る
抑
揚
が
要
請
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
文
意
を
音
声
で
表
現
す
る
た
め

の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
等
の
要
素
も
反
映
す
る
。
そ
の
上
に
、
譜
本
の
伝
播
と
受
容
に
伴
う
要
素
の
介
入
も
無
視
で
き
な

い
。
口
頭
表
現
に
お
い
て
は
、
曲
付
け
が
京
都
方
言
に
も
と
づ
い
て
い
て
も
、
音
楽
と
し
て
語
る
の
で
あ
る
か
ら
、
学
習
者
の
方
言
が
反
映

す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
象
の
読
み
取
り
、
あ
る
い
は
口
伝
に
お
い
て
、
声
の
使
い
方
が
変
容
を
蒙
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
譜
本

の
象
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
新
た
な
規
範
と
な
る
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
譜
本
自
体
が
一
つ
の
写
本
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
書
誌
的
な
問
題
が
生
ず
る
。
平
曲
の
墨
譜
・
象
は
、
謡
曲
の
墨

譜
に
な
ら
っ
て
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
平
曲
に
適
す
る
よ
う
に
墨
譜
の
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
、『
平
家
正
節
』
の
象
が
成
立
す
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る
に
至
っ
た
経
緯
の
解
明
は
、
平
曲
の
語
り
の
本
質
を
知
る
上
で
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
い
っ
た
ん
成
立
し
た
譜
本
は
、
そ

れ
自
体
が
受
容
の
対
象
と
な
る
。
書
写
さ
れ
て
流
布
し
、
そ
の
過
程
で
、
内
容
に
関
す
る
解
釈
が
行
わ
れ
て
変
容
す
る
。
写
本
の
常
と
し
て

誤
写
が
あ
り
得
る
だ
け
で
な
く
、
受
容
者
が
再
解
釈
を
施
し
て
語
句
や
象
を
変
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
象
に
込
め
ら
れ
た
声
の
使
い
方
に
関

す
る
解
釈
を
変
え
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
上
で
『
平
家
正
節
』
は
無
二
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
。

　

平
曲
譜
本
は
、
学
際
的
な
研
究
の
よ
き
対
象
で
あ
る
。
音
楽
学
、
実
演
者
、
国
語
国
文
学
、
書
誌
学
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
解
明
し
た

成
果
を
総
合
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
ず
物
語
本
文
の
解
釈
が
前
提
に
な
る
が
、
個
々
の
文
脈
だ
け
で
な
く
、
一
句
全
体
、
平
曲
全
体
の

構
成
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
の
声
の
文
芸
と
の
比
較
、
あ
る
い
は
世
界
の
民
俗
音
楽
の
一
つ
と
し
て
の
位
置
付
け
、
ま
た
、

譜
本
そ
の
も
の
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
書
誌
的
な
考
察
、
成
立
し
た
譜
本
の
伝
播
と
変
容
の
実
態
、
記
号
で
あ
る
象
か
ら
、
い
か
に
し
て
声

に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
活
性
化
す
る
か
、
象
の
読
み
取
り
、
教
習
、
口
伝
は
ど
の
よ
う
に
行
う
か
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
研
究
者
が

知
見
を
共
有
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
が
最
近
注
目
し
て
い
る
現
象
を
付
け
加
え
て
稿
を
閉
じ
る
。
尾
張
方
言
話
者
と
三
河
方
言
話
者
の
語
ア
ク
セ
ン
ト
生
成
を
観
察
す
る

と
、
尾
張
で
は
語
頭
の
ピ
ッ
チ
曲
線
が
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
水
平
に
出
る
。
三
河
で
は
一
拍
目
が
高
い
ア
ク
セ
ン
ト
な
ら
語

頭
に
昇
り
が
あ
ら
わ
れ
、
低
い
ア
ク
セ
ン
ト
な
ら
降
り
が
あ
ら
わ
れ
る
。
尾
張
の
状
態
は
、
関
西
方
言
話
者
が
声
を
出
す
以
前
に
声
の
高
さ

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
筋
肉
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
の
範
疇
に
含
ま
れ
、
三
河
の
状
態
は
、
東
京
方
言
と
同
じ
く
、
声
を
出
す
運
動
と
高
さ
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
運
動
を
同
時
に
起
こ
す
範
疇
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
違
い
が
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
京
都
方
言
を
土
台

に
し
て
曲
付
け
さ
れ
た
平
曲
を
尾
張
の
人
が
習
い
江
戸
の
人
が
習
い
他
の
方
言
を
話
す
人
が
習
っ
た
と
き
、
抑
揚
の
習
得
に
得
手
不
得
手
が

生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
平
曲
の
伝
播
と
変
容
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
が
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

（
愛
知
県
立
大
学
文
字
文
化
財
研
究
所
所
長
）




