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近
代
以
降
の
中
国
で
、
西
洋
の
音
楽
理
論
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
管

弦
楽
曲
の
う
ち
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
「
黄

河
」
だ
ろ
う
。
文
革
時
代
に
盛
ん
に
演
奏
さ
れ
江
青
に
愛
さ
れ
た
こ
の

曲
は
、
抗
日
戦
争
期
に
作
ら
れ
た
「
黄
河
大
合
唱
」
を
改
編
し
た
も
の

だ
。「
黄
河
大
合
唱
」
の
作
曲
者
が
、
冼
星
海
（
し
ょ
う
・
せ
い
か
い
、

一
九
〇
五
～
一
九
四
五
）
で
あ
る
。

　

冼
星
海
は
中
国
国
歌「
義
勇
軍
行
進
曲
」の
作
曲
者
で
あ
る
聶
耳（
ニ

エ
・
ア
ル
、
一
九
一
二
～
一
九
三
五
）
と
並
ぶ
「
人
民
音
楽
家
」
と
し
て
、

中
国
音
楽
史
上
特
別
な
存
在
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
に
延
安
で
作
ら
れ

た
「
黄
河
大
合
唱
」
は
八
つ
の
章
か
ら
成
る
組
曲
で
、
黄
河
と
中
国
の

悠
久
の
歴
史
を
歌
い
な
が
ら
、
目
前
の
民
族
の
危
機
に
強
い
警
告
を
発

し
、
抑
圧
さ
れ
た
人
民
に
立
ち
上
が
れ
と
呼
び
か
け
る
。
初
演
時
に
は

毛
沢
東
に
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。

幻
の
交
響
曲
に
賭
け
た
作
曲
家
の
悲
劇榎
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本
書
の
著
者
平
居
高
志
氏
は
、
合
唱
を
趣
味
と
し
て
い
た
一
九
八
〇

年
代
末
に
初
め
て
こ
の
曲
を
聴
い
た
時
の
衝
撃
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
高
校

で
教
え
な
が
ら
三
〇
年
か
け
て
冼
星
海
に
つ
い
て
調
べ
、
日
本
国
内
初

と
な
る
評
伝
を
ま
と
め
あ
げ
た
。
ペ
ー
ジ
の
端
々
か
ら
に
じ
み
出
る
音

楽
へ
の
愛
と
、
研
究
対
象
へ
の
執
着
と
で
も
い
う
べ
き
感
情
が
、
本
書

の
叙
述
の
大
き
な
推
進
力
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
読
む
者
に
、「
研

究
」
と
い
う
仕
事
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

左
翼
音
楽
家
と
見
な
さ
れ
る
冼
星
海
は
、
本
書
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る

よ
う
に
「
中
国
で
最
初
の
交
響
曲
作
曲
家
」
で
も
あ
っ
た
。
彼
が
極
貧

の
中
で
中
国
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
、

中
国
国
内
の
最
高
峰
で
あ
る
上
海
・
国
立
音
楽
院
に
な
じ
め
ず
、
フ
ラ

ン
ス
に
渡
っ
て
苦
学
し
な
が
ら
パ
リ
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
（
国

立
音
楽
院
）
で
学
ん
だ
こ
と
な
ど
は
、
音
楽
史
の
本
で
よ
く
語
ら
れ
る
。

平
居
高
志
著

中
国
で
最
初
の
交
響
曲
作
曲
家

冼し
ょ
う
・
せ
い
か
い

星
海
と
そ
の
時
代

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4865980677&bookType=jp
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何
よ
り
、
世
界
的
に
有
名
な
作
曲
家
ポ
ー
ル
・
デ
ュ
カ
（
交
響
詩
「
魔

法
使
い
の
弟
子
」
で
知
ら
れ
る
）
に
師
事
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
中
国
人

音
楽
家
と
し
て
は
最
高
の
栄
誉
で
あ
り
、
聶
耳
が
果
た
せ
な
か
っ
た
欧

州
留
学
の
夢
を
果
た
す
形
と
な
っ
た
。
聶
耳
が
二
三
歳
の
若
さ
で
亡
く

な
っ
た
そ
の
年
に
、
冼
星
海
は
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰

国
し
、
救
亡
音
楽
運
動
の
指
導
者
と
し
て
頭
角
を
現
し
て
い
く
。
本
書

は
冼
星
海
の
誕
生
か
ら
、
パ
リ
留
学
時
代
、
帰
国
後
の
上
海
で
の
活
動
、

武
漢
か
ら
延
安
へ
至
る
時
代
、「
黄
河
大
合
唱
」
の
創
作
前
後
、
ソ
連

行
き
か
ら
わ
ず
か
四
〇
歳
の
死
ま
で
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
章
ず
つ
割
い
て

丹
念
に
検
討
し
て
い
る
。

　

聶
耳
は
国
民
党
の
追
及
か
ら
逃
れ
た
先
の
日
本
で
亡
く
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
日
本
人
の
間
で
も
比
較
的
関
心
が
高
く
、
齊
藤
孝
治
『
聶
耳

閃
光
の
生
涯
』（
聶
耳
刊
行
会
、
一
九
九
九
年
）
や
、
岡
崎
雄
兒
『
歌
で

革
命
に
挑
ん
だ
男　

中
国
国
歌
作
曲
者
・
聶
耳
と
日
本
』（
新
評
論
、

二
〇
一
五
年
）
な
ど
の
専
著
が
あ
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
聶
耳
の
生
き

た
時
代
を
重
層
的
に
描
き
出
し
た
久
保
亨
『
日
本
で
生
ま
れ
た
中
国
国

歌　
「
義
勇
軍
行
進
曲
」
の
時
代
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
と
い
う

優
れ
た
論
考
が
あ
る
。
評
者
自
身
、
著
書
で
何
回
か
聶
耳
を
取
り
上
げ

た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
彼
が
左
翼
音
楽
家
の
筆
頭
と
さ
れ
な

が
ら
、
明
月
歌
舞
団
の
上
演
活
動
や
映
画
音
楽
の
制
作
な
ど
、
モ
ダ
ン

上
海
の
音
楽
文
化
の
最
先
端
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

聶
耳
と
比
較
す
る
と
、
冼
星
海
に
は
あ
る
種
の
わ
か
り
に
く
さ
と
い
う

か
、
位
置
付
け
が
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
が
一
体
何
に
由
来
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
本
書
を
読
ん
で
初
め
て
理
解
で
き
た
。

　

本
書
は
中
国
国
内
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
証
が
不
足
し
て

い
る
点
や
、
明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
点
に
対
し
て
、
著
者
な
り
の

答
を
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
数
多
く
の
論
点
を
大
別
す
る
と
、
冼
星

海
の
経
歴
に
関
す
る
点
と
、
冼
星
海
の
音
楽
史
上
の
位
置
付
け
に
関
す

る
点
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。

　

ま
ず
経
歴
に
関
し
て
。
著
者
は
冼
星
海
自
身
が
書
い
た
い
く
つ
か
の

履
歴
と
、
同
時
代
の
音
楽
家
ら
の
証
言
、
そ
し
て
在
籍
し
た
学
校
の
記

録
な
ど
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
く
。
そ
の
過
程
自
体
に
ス
リ
ル
が
あ
る

の
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
紹
介
し
な
い
が
、
例
え
ば
パ
リ
留
学
に
つ
い
て

で
あ
る
。
著
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
約
五
年
に
及
ぶ
滞
在
の
中
で
、
国

立
音
楽
院
に
在
籍
し
た
の
は
最
後
の
四
か
月
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
も
デ
ュ

カ
の
急
逝
に
よ
り
断
ち
切
ら
れ
た
と
い
う
。
デ
ュ
カ
や
学
生
ら
と
撮
っ

た
一
枚
の
写
真
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
冼
星
海
が
在
籍
し
た
と
称
す
る

「
高
等
作
曲
科
」（
中
国
語
原
文
は
「
高
級
作
曲
班
」）
と
い
う
ク
ラ
ス
は

存
在
し
な
い
。
デ
ュ
カ
や
ラ
ヴ
ェ
ル
、
プ
ロ
コ
フ
ィ
エ
フ
ら
錚
々
た
る

作
曲
家
に
評
価
さ
れ
た
と
い
う
三
重
奏
曲
「
風
」
に
至
っ
て
は
、
楽
譜

も
録
音
も
残
っ
て
い
な
い
。
冼
星
海
の
経
歴
を
検
証
し
た
結
果
、
著
者

は
い
く
つ
も
の
誇
張
や
潤
色
に
気
付
き
、
そ
こ
に
冼
星
海
の
「
権
威
主
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義
と
誇
張
傾
向
」（
本
書
九
三
頁
）
を
見
て
取
る
。

　

た
だ
し
、
冼
星
海
が
国
立
音
楽
院
に
入
学
す
る
前
、
ス
コ
ラ
・
カ
ン

ト
ル
ム
と
い
う
私
立
の
音
楽
学
校
で
作
曲
を
学
ん
だ
こ
と
や
、
パ
リ
滞

在
中
の
プ
ロ
コ
フ
ィ
エ
フ
と
何
ら
か
の
接
点
が
あ
っ
た
こ
と
（
こ
の
発

見
の
「
感
動
と
興
奮
」
に
つ
い
て
は
九
七
頁
）、「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
ソ
ナ
タ
・

ニ
短
調
」
に
よ
っ
て
デ
ュ
カ
に
評
価
さ
れ
、
特
別
に
国
立
音
楽
院
へ
の

入
学
を
許
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
こ
と
は
、
著
者
独
自
の
資
料
調
査
に

よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
パ
リ
留
学
そ
の
も
の
や
デ
ュ
カ
に

見
出
さ
れ
た
こ
と
は
噓
で
は
な
い
が
、
中
国
国
内
で
今
も
喧
伝
さ
れ
て

い
る
「
パ
リ
国
立
音
楽
院
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
」
と
い
う
よ
う
な
経

歴
は
、
冼
星
海
本
人
が
自
ら
作
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

そ
の
ほ
か
、
晩
年
の
モ
ス
ク
ワ
行
き
に
つ
い
て
も
、
そ
の
目
的
に
不

審
な
点
が
あ
る
と
い
う
。
著
者
は
冼
星
海
と
王
明
、
康
生
と
い
う
ソ
連

留
学
組
と
の
関
係
に
着
目
し
、「
星
海
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
何
ら
か
の

密
命
を
託
さ
れ
て
い
た
」（
二
七
五
頁
）
と
推
測
す
る
。
モ
ス
ク
ワ
で

病
に
苦
し
む
冼
星
海
の
か
た
わ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
が
い
た
こ
と
（
冼

星
海
は
中
国
に
妻
子
を
残
し
て
い
た
）、
冼
星
海
の
窮
状
を
当
時
中
国
共
産

党
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
李
立
三
と
そ
の
妻
（
ロ
シ
ア
人
）
が
救
っ
た

こ
と
な
ど
、
共
産
党
史
観
か
ら
は
漏
れ
て
き
た
部
分
も
本
書
は
克
明
に

綴
っ
て
い
る
。

　

次
に
音
楽
史
上
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
。
冼
星
海
の
わ
か
り
に
く
さ

は
、
と
り
わ
け
晩
年
の
活
動
や
彼
の
最
期
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
と
い

う
部
分
に
あ
る
よ
う
だ
。
冼
星
海
は
一
九
四
〇
年
後
半
に
モ
ス
ク
ワ
に

到
着
し
た
も
の
の
、
翌
年
六
月
に
独
ソ
戦
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
疎
開
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
の
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
や
カ
ザ
フ
ス
タ

ン
国
内
を
転
々
と
し
た
あ
と
、
再
び
モ
ス
ク
ワ
に
帰
っ
て
そ
こ
で
病
没

し
た
。
こ
の
悲
劇
的
な
死
が
、
日
本
で
客
死
し
た
聶
耳
と
同
様
に
、
か

え
っ
て
（
＝
音
楽
家
と
し
て
の
実
際
の
業
績
以
上
に
）
冼
星
海
の
名
声
を

高
め
た
と
評
者
は
考
え
て
い
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
冼
星
海
の
悲
劇

は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

冼
星
海
は
モ
ス
ク
ワ
で
念
願
だ
っ
た
第
一
交
響
曲
「
民
族
解
放
」
を

完
成
さ
せ
た
も
の
の
、
音
と
し
て
聴
く
機
会
が
な
い
ま
ま
没
し
た
。
そ

れ
が
音
楽
家
に
と
っ
て
の
不
幸
で
あ
る
こ
と
は
想
像
が
つ
く
が
、
さ
ら

に
彼
が
死
の
床
に
あ
っ
て
さ
え
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
都
市
の
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
自
分
の
作
品
を
聴
く
」
こ
と
を
夢
見
て
い

た（
冼
星
海
の
書
簡
よ
り
、
二
九
二
～
二
九
三
頁
）
こ
と
は
衝
撃
的
で
あ
る
。

「
黄
河
大
合
唱
」
に
よ
っ
て
中
国
人
の
民
族
意
識
を
奮
い
立
た
せ
、
死

後
に
は
「
人
民
の
音
楽
家
」
と
し
て
毛
沢
東
か
ら
称
え
ら
れ
た
作
曲
家

が
、「
た
だ
救
亡
歌
曲
を
書
い
て
い
る
だ
け
で
は
、
私
の
能
力
と
技
術

は
十
分
に
発
揮
さ
れ
な
い
」
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
二
八
九
頁
）。

こ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
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戦
間
期
の
上
海
（
＝
東
洋
の
パ
リ
）
と
本
場
の
パ
リ
で
、
冼
星
海
は

貧
し
い
な
が
ら
も
国
際
色
豊
か
な
文
化
的
生
活
を
通
算
一
〇
年
も
送
っ

た
。
帰
国
当
初
は
上
海
の
工
部
局
交
響
楽
団
の
指
揮
台
に
立
つ
と
い

う
夢
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
（
お
そ
ら
く
彼
の
実
力
不
足
に
よ
っ
て
）

破
れ
た
時
、
な
ぜ
延
安
行
き
を
選
択
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
こ
が
れ
の

重
厚
な
交
響
曲
を
捨
て
、
平
明
・
短
小
を
よ
し
と
す
る
救
亡
歌
曲
の
創

作
に
没
頭
し
た
時
期
、
彼
が
抱
え
て
い
た
は
ず
の
苦
悩
は
、
先
に
述
べ

た
よ
う
な
誇
張
や
潤
色
に
邪
魔
さ
れ
て
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
。
し

か
も
冼
星
海
が
モ
ス
ク
ワ
へ
発
っ
た
後
の
延
安
で
は
、
芸
術
的
な
「
向

上
」
よ
り
労
働
者
・
農
民
・
兵
士
へ
の
「
普
及
」
を
優
先
す
べ
き
と
の

毛
沢
東
の
方
針
が
確
立
し
た
（
文
芸
講
話
）。
冼
星
海
の
芸
術
家
と
し
て

の
葛
藤
は
、
中
国
を
離
れ
た
た
め
批
判
に
遭
う
こ
と
も
な
か
っ
た
か
わ

り
に
、「
人
民
の
音
楽
家
」
の
称
号
の
下
に
覆
い
隠
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

著
者
は
終
章
で
、「
冼
星
海
の
事
例
を
一
般
化
」
し
、
芸
術
が
政
治

に
従
属
す
る
時
代
に
芸
術
家
が
生
き
る
道
と
し
て
二
つ
を
想
定
す
る
。

一
つ
は
「
表
向
き
の
活
動
を
公
務
と
し
て
こ
な
し
た
上
で
、
裏
で
自
分

自
身
の
世
界
を
追
求
す
る
」
こ
と
。
も
う
一
つ
は
「
戦
時
下
の
一
時
的

な
状
況
で
あ
る
と
あ
き
ら
め
て
耐
え
、
将
来
に
期
待
す
る
」
こ
と
で

あ
る
（
三
一
四
頁
）。
こ
う
し
た
平
易
な
表
現
は
本
書
の
特
徴
で
あ
り
、

こ
の
問
題
を
抗
日
戦
争
期
の
延
安
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
と
空
間
か
ら

解
き
放
ち
、
よ
り
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
読
者
一
人
ひ
と
り
が
考
え
る

こ
と
を
容
易
に
し
て
く
れ
る
。

　

著
者
は
、
戦
争
や
革
命
と
い
う
時
代
の
制
約
の
中
で
、
冼
星
海
の
よ

う
な
芸
術
家
た
ち
が
「
芸
術
性
と
大
衆
性
と
の
両
立
に
悩
み
な
が
ら
」

創
作
を
続
け
た
結
果
、「
そ
の
理
想
的
成
就
の
代
表
格
」
と
し
て
「
黄

河
大
合
唱
」
が
成
っ
た
と
結
論
付
け
る
（
三
一
四
頁
）。
し
か
し
時
代
が

変
わ
れ
ば
も
っ
と
別
の
芸
術
の
あ
り
方
が
許
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
だ
っ

た
。「
芸
術
家
の
本
当
の
苦
し
み
は
、
建
国
後
に
こ
そ
あ
っ
た
」（
三
一
六

頁
）
と
い
う
本
書
末
尾
の
一
句
は
、
建
国
期
か
ら
文
革
へ
と
至
る
時
代

に
芸
術
家
を
見
舞
っ
た
多
く
の
悲
劇
を
想
起
さ
せ
、
読
む
者
の
胸
に
重

く
の
し
か
か
る
。

　
「
黄
河
大
合
唱
」
は
民
族
の
精
神
を
表
現
し
た
作
品
と
し
て
、
現
在

も
建
国
を
記
念
す
る
行
事
な
ど
で
繰
り
返
し
演
奏
さ
れ
て
い
る
。
本
書

に
よ
っ
て
、
版
本
や
演
奏
年
代
に
よ
る
違
い
が
大
き
い
と
知
り
、
評
者

もY
ouT
ube

で
聴
き
比
べ
て
み
た
。
中
で
も
一
九
五
五
年
版
は
生
前

の
冼
星
海
に
よ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
踏
ま
え
、
映
像
に
も
こ

だ
わ
っ
て
い
る
の
で
一
見
の
価
値
が
あ
る
。
ち
な
み
に
冼
星
海
畢
生
の

大
作
で
あ
る
第
一
交
響
曲
「
民
族
解
放
」
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
楽
譜
が

残
る
の
み
で
、
現
在
の
中
国
で
は
録
音
も
動
画
も
見
当
た
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
あ
の
世
の
冼
星
海
が
知
っ
た
ら
何
を
思
う
だ
ろ
う
か
。

（
え
の
も
と
・
や
す
こ　

中
央
大
学
）




