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評書

孫
玄
齢

著

田
畑
佐
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訳

『
中
国

の
音
楽
世
界
』

明

木

茂

夫

近
年
来
民
族
音
楽
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
と
相
ま

っ
て
、
中
国
の
音
楽
も
だ
ん
だ
ん
に

一
般
に
も
聴
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

そ
の
ひ
と

つ
の
要
因
は
、

レ
コ
:
ド
界

で
ア
ナ

ロ
グ
デ
ィ
ス
ク
が
駆
逐
さ
れ
、
デ
ジ
タ
ル
の
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
が
急
速
に
普
及
し

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
た
め
民
族
音
楽

の
デ
ィ
ス
ク
が
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
入
手
し
や
す
く
な
り
、
中
国
音
楽

に
関

し
て
も

「
中
国
唱
片
公
司
」
や

「
香
港
レ
コ
ー
ド
」
等
の
デ
ィ
ス
ク
が
大
量
に
輸
入
さ
れ
、
ま
た
内
外

の
レ
ー

ベ
ル
か
ら
も
中
国

音
楽

の
デ
ィ
ス
ク
が
発
売
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
う
し
た
中

で
岩
波
新
書
か
ら
発
行
さ
れ
た

『中
国
の
音
楽
世
界
』
は
、
実
に
時
宜
を
得
た
好
著
で
あ
り
、
特
に
新
書
と
い
う
形

で

こ
の
分
野
の
著
作
が
広
く

一
般
に
紹
介
さ
れ
る
意
義
は
ま
こ
と
に
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朝
日
新
聞

の
書
評
欄

(
平
成

二
年

四
月
八
日
)
で
田
中
優
子
氏
は
該
書
を

「
『
音
』
が
聞
こ
え
て
く
る
本
」
と
評
し
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

中
国
の
音
楽
は
中
国
の
神
話
と
同
じ
よ
う
に
、
門
外
漢
に
と

っ
て
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
怪
奇
で
、
近
付
き
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

・う人
中
略
Y
:
邦
楽
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
が
頭
に
浮
か
び
や
す
い

一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
も

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
国
の
音
楽
は

特
徴
を
ひ
と

つ
か
み
に
し
が
た
い
。
そ
れ
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
や
音
楽
を
も

っ
た
民
族
の
多
様
さ
と
、
楽
器
の
種
類
の
多
さ

と
、
影
響
関
係
や
変
化
の
激
し
さ
ゆ
え
な
の
だ
。
言

い
換
え
れ
ば
豊
か
さ
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
国
の
音
楽
を
、
音

が
聞

こ
え
て
く
る
か
の
よ
う
に
書
き
あ
げ
る
の
は
並
た
い
て
い
の
こ
と
で
は
な
い
。

書
評

『中
国
の
音
楽
世
界
』

(明
木
)
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中
国
文
学
論
集

第
十
九
号

本
書
は
研
究
者
に
よ

つ
て
書
か
れ
た
本
で
は
あ
る
が
、
曲
や
楽
器
の
分
類
に
終
始
す
る
本
で
は
な
く
、

「音
」
が
聞
こ
え
て
く

る
本
だ
。
骨

の
笛
や
銅
鼓

の
時
代
か
ら
は
じ
ま

っ
て
、
礼
学
の
時
代
の
音
楽
、
語
り
物
、
演
劇
、
そ
し
て
様

々
な
地
方
の
民
謡
に

話
が
及
ぶ
。
読
む
に
し
た
が

つ
て
目
の
前
に
展
開
し
て
ゆ
く
説
話
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、

「
音
」
を
運
ん
で
く
る
。

「音
」
が
聞
こ
え
て
く
る
本
、
と
は
ま
さ
に
該
書
の
性
格
を
言
い
あ
て
た
評
語
と
言
え
よ
う
。

二

『
中
国
の
音
楽
世
界
』
は
三
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
則
ち

「
I
は
る
か
な
時
の
か
な
た
か
ら
」
、

「
Ⅱ
演
劇
と
語
り
物
の
音
楽
」、

「
Ⅲ
大
地
に
満
ち
る
歌
」
で
あ
る
。
I
章

で
は
古
楽
器
と
古
楽
譜
を
中
心
に
中
国
音
楽
の
歴
史
が
、
Ⅱ
章

で
は
、
伝
統
劇
や
地
方
劇
、

民
間

の
語
り
物
が
、
Ⅲ
章
で
は
各
地
方
の
民
謡
が
語
ら
れ
る
。
今
各
章

の
構
成
に
従

っ
て
、
該
書

の
内
容
を
検
討
し

て
見
た
い
と
思
う
。

第
I
章

は
る
か
な
時
の
か
な
た
か
ら

「02一

本
章
は
古
楽
器
と
古
楽
譜
を
中
心
に
し
た
古
楽
の
歴
史
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
古
楽
器
は
、
骨
哨
、
鼓
、
燥
、
馨
、

排
箒
、
編
鐘
、
等
で
あ
り
、

こ
れ
は
概
ね

「
八
音
」
に
沿

っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

「
八
音
」
は
古
代
の

一
種
の
楽
器
分
類
法
で
あ
り
、

金
、

石
、
続
、
竹
、
鞄
、
土
、
革
、
木
、

の
八
類
を
指
す
。
例
え
ば
鼓
は
革
の
類
、
壊
は
土
の
類
、
馨
は
石
の
類
、

排
薫
は
竹
の
類
、

編
鐘

は
金
の
類
に
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
。
こ
の

「
八
音
」
は
古
代
に
於
い
て
は
正
統
派
の
楽
器
群

で
あ
り
、
そ
の
た
め
幸

い
に
も
多
く
の

墳
墓

か
ら
そ
の
実
物
が
出
土
し
、
我
々
は
実
際
に
そ
れ
を
目
に
し
、
ま
た
そ
の
音
を
聴
く

こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

該

書
は
こ
の
古
楽
器
に
つ
い
て
、

「
八
音
」

の
分
類
や
理
論
か
ら
解
き
起
こ
す
こ
と
な
く
、
実
際
に
出
土
し
た
重

要
な
古
楽
器
に
ス

ポ
ッ
ト
を
当
て
て
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
そ
の
実
際
の
演
奏
結
果
を
交
え

つ
つ
紹
介
し
て
い
る
。
分
か
り
易
く
、
か
つ
生

き
生

き
し
た
表
現
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
曾
侯
乙
墓
出
土
の
編
鐘
は
中
国
音
楽
史
上
画
期
的
な
大
発
見
で
あ
る
が
、
該
書
は
こ
れ
を
そ

の
発

掘
状
況
か
ら
始
め
て
、
そ
の
音
響
測
定
結
果

(則
ち

一
つ
の
鐘
が
そ
の
打

つ
場
所
に
よ

つ
て
二
つ
の
異
な
る
音
程
を
発
す
る
)
、



演
奏
法
、
そ
の
銘
文
、
音
階
、
鋳
造
技
術
、
さ
ら
に
は
北
京
中
央
人
民
放
送
の
朝
の
放
送
開
始
時
に
編
鐘
の
演
奏
が
流
さ
れ
る
事
に
も

触
れ
る
。

続

い
て
該
書
は
中
国
の
音
律
学
の
基
礎
理
論
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
音
律
学
の
二
本
の
柱
は
絶
対
音
高
を
表
す

「
十
二
律
」
と
、
相

対
音

程
を
表
す

「
五
音

・
七
音
」
で
あ
り
、
著
者
は
こ
の
二
つ
の
柱
を
実
に
明
快
に
説
明
し
て
み
せ
る
。

こ
れ
な
ら

ば
音
律
学
に
初
め

て
接

す
る
人
に
も
律
呂
の
理
屈
を
理
解
す
る
こ
と
が
十
分
可
能

で
あ
ろ
う
。

次

に
、
古
楽
と
古
楽
譜
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
儒
家

の
礼
楽
、
替
康
の
声
無
哀
楽
論
、
墨
子
の
非
楽
等
の
楽
論
と

並
ん
で
本
章

で
触

れ
ら

れ
る
古
楽
は

「
広
陵
散
」
、

「
敦
燵
曲
譜
」、

「
白
石
道
人
歌
曲
」、

「詩
経
」
、

「
酒
狂
」
、

「
隅
石
調
幽
蘭
」

等
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
古
楽
は
そ
れ
ぞ
れ
今
に
伝
わ
る
古
楽
譜

の
研
究
に
よ

っ
て
復
元
さ
れ
た
も
の
で
、
該
書

で
は
そ
う
し
た
古
楽
譜

に
つ
い
て
も
そ
の

由
来
、
解
釈
の
過
程
、
復
元
さ
れ
た
旋
律
、
歌
詞
の
鑑
賞
等
が
丁
寧
に
、
か
つ
分
か
り
や
す
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
好
感
が
持

て
る
。

第
H
章

演
劇
と
語
り
物
の
音
楽

本
章
で
は
伝
統
劇
や
地
方
劇
、
民
間
の
語
り
物
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
第
11
章

こ
そ
著
者

の
専
門
分
野
で
あ
り
、
著

者
の
筆
が
最
も
生

き
生
き
と
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
該
書
の
訳
者
あ
と
が
き
に

本
当
は
こ
の
部
分

こ
そ
が
著
者

の

一
番
得
意

の
、
専
門
領
域
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
た

ス
ペ
ー
ス
で
書
く
こ
と

が
難
し
か

っ
た
と
思
う
。

(
一
九
六
頁
)

と
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
本
章
は
著
者

の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

著

者
は
具
体
的
な
演
劇
の
紹
介
に
入
る
前
に
、
七
頁
を
割
い
て
中
国
伝
統
音
楽

の
旋
律
的
特
徴
を
述
べ
る
。

そ
の

一
つ
の
特
徴
は
音

楽
の

「
単
線
的
性
格
」
だ
と
い
う
。

中
国
音
楽

の
表
現
の
特
徴
は
単
線
の
旋
律
を
主
体
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
人
々
の
音
楽
に
対
す
る
鑑
賞

の
し
か
た
も
、
習

慣
も
、
作
曲
方
法
も
、
み
な
旋
律
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
西
欧
の
教
会
音
楽
に
代
表
さ
れ
る
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ー
と
ち
が

っ

書
評

『中
国
の
音
楽
世
界
』

(明
木
)
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第
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て
お
り
、
中
国
の
音
楽
理
論
家
た
ち
は
こ
れ
を
、
音
楽
の

「線
的
思
惟
」
と
よ
ん
で
い
る
。
…
(中
略
)…
こ
の
思
惟
の
基
礎

の
上

に
、
中
国
の
音
楽
は
発
達
し
て
き
た
。

つ
ま
り
単
線

の
旋
律
を
発
展
さ
せ
て
、
特
色
あ
り
深
み
の
あ
る
音
楽
を

つ
く

っ
て
き
た
の

で
あ
る
。

(
八
八
頁
～
八
九
頁
)

確
か
に
中
国
で
は
対
位
法
は
発
達
を
見
ず
、
古
楽
に
し
て
も
現
代
に
伝
わ
る
器
楽
に
し
て
も
、
主
旋
律
と
そ
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
柱

に
し

て
お
り
、
西
洋
音
楽
の
よ
う
な
縦
の
構
造
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
い
ま

一
つ
の
特
徴
は

「
一
曲
多
用
」
だ
と

い
う
。

演
劇
音
楽
の
も
う

一
つ
の
特
徴
は
、

コ

曲
多
用
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
短

い
簡
単
な
メ
ロ
デ

ィ
ー
を
素
材
と
し
、

そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
、
音
楽
を

つ
く

っ
て
い
く
や
り
か
た
を
言
う
。
…
(中
略
)
…
そ
れ
ぞ
れ
の

「
ふ
し
」
の
名
称

の
も
と
に
は

み
な
、
固
有

の
旋
律
が
あ

っ
て
、
よ
く
知

っ
て
い
る
人
な
ら
、
ち
ょ
っ
と
聞
け
ば
す
ぐ
に
こ
れ
は
な
ん
の

「ふ

し
」
か
が
聞
き
分

け
ら
れ
る
。
中
国
音
楽
も
同
じ
で
、

「
ふ
し
」
に
あ
た
る
も
の
が

つ
ま
り

「
腔
調
」
な
の
だ
。
中
国
の
演
劇
音
楽

の
中
に
は
、
数

え
き
れ
ぬ
ほ
ど
多
く
の

「
腔
」
と

「
調
」
が
存
在
し
て
い
る
。

そ
し
て

「
腔
」
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
い
で
、
表
現
す
る
内
容
が
変
わ
る
ー

つ
ま
り

一
つ
の
決
ま

っ
た
メ

ロ
デ
ィ
ー
に
、

い

ろ
い
ろ
な
内
容

の
歌
詞
が
つ
く

ー

こ
う
し
た
や
り
か
た
を
、
中
国
の
音
楽
理
論
家
は

「
一
曲
多
用
」
と
い
う

ふ
う
に
呼
ん
で
い

る
の
だ
。

(九

一
頁
～
九
二
頁
)

「詞
」
や

「
曲
」
は
ま
さ
に

「
一
曲
多
用
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
旋
律
が
単
線
的
構
造
を
も

つ
か
ら
こ
そ
成
立
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
中
国
音
楽
と
歌
辞
文
学
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
概
念
と
考
え
ら
れ
る
。

続

い
て
伝
統
劇
、
地
方
劇
、
語
り
物
が
紹
介
さ
れ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
元
雑
劇
、
箆
曲
、
京
劇
、
説
唱
、
蘇

州
評
弾
、
等
で
あ
る
.
こ
れ
ら
は

「戯
曲
」
と
中
国
人
と
の
係
わ
り
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
、
題
材
、
演
奏
法

(歌
唱
と
伴

奏
)、

言
語
と
の
関
係
に
ま
で
話
が
及
び
、
思
わ
ず

一
気
に
読
み
進
ん
で
し
ま
う
。

京

劇
を
例
に
と
る
な
ら
、
ま
ず
地
方
劇
の

「
二
黄
腔
」
と

「
西
皮
腔
」
が
北
京

で
融
合
し
た
と
い
う
起
源
に
触
れ
、
さ
ら
に
役
柄
に

よ
る
歌
唱
法
の
違

い
、
伴
奏

の
楽
器
、
歌
詞
と
せ
り
ふ
の
読
音
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
そ
し
て
日
本
人
に
も
馴
染
み

の
あ
る

「
覇
王
別

姫
」

を
取
り
上
げ
て
そ
の
舞
台
を
生
き
生
き
と
語
る
.
読
者
が
実
際
に

「
覇
王
別
姫
」
を
鑑
賞
す
る
機
会
が
あ
る
な
ら
、

こ
の

一
段
を

一一



あ
ら
か
じ
め
読
ん
で
お
く
と
鑑
賞
の
大
き
な
手
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(本
評
末
の
録
音
資
料
目
録
を
参
照
さ
れ
た
い
。
)

第
Ⅲ
章

大
地
に
満
ち
る
歌

本
章
で
は
各
地
方
の
民
謡
が
語
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
国
の
民
謡
は
著
者
も
述
べ
る
よ
う
に
膨
大
な
も
の
で
あ
る
。
該
書
が
そ
の
中

か
ら
選
ん
で
取
り
上
げ
て
い
る
民
謡
は
、
中
国
国
内
で
よ
く
演
奏
さ
れ
る
も

の
、
日
本
人
も
耳
に
す
る
機
会
の
多
い
も
の
、
そ
れ
ら
に

ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
豊
か
な
も
の
、
と
い
う
点
か
ら
何
れ
も
適
切
な
選
択
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

の
は
、
河
北

(小
白
菜
)、
山
西

(走
西

口
)、
西
北
地
方

(
脚
夫
調
、
花
児
)、
蒙
古

(牧
歌
、
ガ
ダ
メ
イ
リ
ン
)、
山
東

(繍
荷
包
、

折
蒙

山
風
光
)、
江
南
地
方

(茉
莉
花
、
孟
姜
女
)、
雲
南

(山
歌
)、
等
々
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
民
謡
は
、
時
に
は
五
線
譜
を
示
し
、
時
に
は
訳
詩
を
示
し

つ
つ
、
立
体
的
に
紹
介
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
土
地
の
歴
史

・
風

土
や
人
々
の
風
俗

・
気
質
、
民
謡
に
ま

つ
わ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
民
族
楽
器
、
等
の
紹
介
も
交
え
ら
れ
、

「
『音
』
が
聞
こ
え
て
く
る
本
」

と
い
う
評
は
こ
こ
に
も
当
て
は
ま
ろ
う
。

中

で
も
河
北
省
の

「
小
白
菜
」
は
歌
劇

「白
毛
女
」
の

「
北
風
吹
」
の
原
曲
と
な

っ
た
事
か
ら
、
我
々
日
本
人
に
も
身
近
な
も
の
と

い
え

る
。
新
歌
劇

「
白
毛
女
」
に

「
小
白
菜
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
秋
吉
久
紀
夫
氏
は

『
近
代
中
国
文
学
運
動
の

研
究
』
(九
州
大
学
出
版
会

一
九
七
九
)
で

こ
の

『
白
毛
女
』
は
…
(中
略
)…
絶
え
ず
そ
の
時
、
そ
の
所
の
条
件
に
即
し
て
、
上
演
す
る
も
の
、
そ
れ
を
見
る
も

の
の
要
求

に
応
じ
て
集
団
創
作
を
す
る
方
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
新
歌
劇
の
特
徴
で
あ
る
。

第

二
の
特
徴
は
、
秩
歌
劇
を
歌
劇
に
ま

で
高
め
た
こ
と
。
特
に
各
地
の
民
謡
を
ふ
ん
だ
ん
に
と
り
入
れ
て
、
見
事
に
人
物

の
性

格
を
表
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

「
た
と
え
ば
、
喜
児
の
音
楽
設
計
は
、

こ
う
で
あ

っ
た
。

「白
毛
女
」
の
物
語
を
聞
く
と
、
す
ぐ
河
北

の
民
歌

「小
白
菜
」
を

連
想
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
民
歌
が
封
建
社
会
の
な
か
で
、
継
母
に
い
じ
め
ら
れ
た
児
童
の
歌
で
あ

つ
て
、
喜
児
の
境
遇
と

一
致

し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
で
、
家
に
い
た
と
き

の
喜
児
の
天
真
欄
漫
な
様
子
を
描
写
す
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に

書
評

『中
国
の
音
楽
世
界
』

(明
木
)
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不
適
当

で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
第

一
章

の
音
楽
に
は
、

「小
白
菜
」
に
も
と
ず
い
て
書
い
た

「
北
風
吹
く
」

お
よ
び
他

の
河
北

民
謡

「青
陽
伝
」
を
と
り
い
れ
た
。

(馬
可

・
崔
維

「『
白
毛
女
』

の
音
楽
に
つ
い
て
」

『
白
毛
女
』

二
○

三
頁
、
未
来
社
刊
)

…
」

(第

二
部

第

五
章

第

二
節

新
歌
劇
と
京
劇
改
革
)

と
、
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

ま

た
西
北
地
方
の

「
西
北
風
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
民
歌
は
、
中
国
に
行
く
と
そ
れ
こ
そ
至
る
所
で
耳

に
入

っ
て
く
る
歌

で
あ

り
、
そ
の
豪
放
で
野
性
的
な
歌

の
流
行
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に

「
西
北
風
」
か
ら
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
葬

送
行
進
曲

「
中
国

葬
礼
哀
楽
」
は
、

一
九
八
九
年
春
、
中
国
の
大
学
生
が
胡
耀
邦

の
追
討
集
会
を
行
な

っ
た
と
き
、
会
場
の
祭
壇
に
テ
ー
プ
で
延

々
と
流

さ
れ

て
い
た
こ
と
を
、
当
時
留
学
中

で
あ

っ
た
評
者
は
あ
り
あ
り
と
思
い
起
す
。

三

こ
う
し
て
該
書
を
通
読
し
て
み
る
と
、
そ
の
項
目
の
立
て
方
、
図
版

・
資
料
の
選
択
、
解
説
の
平
明
さ
、
何
れ
を
採

つ
て
も
適
切
で
、

特
に

こ
れ
が
岩
波
新
書
と

い
う

一
般

の
読
者
に
身
近
な
形
で
世

に
出
た
こ
と
の
意
義
は
実
に
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ

ら
に
、
田
畑
佐
和
子
氏
の
翻
訳
の
う
ま
さ
、
特
に
民
謡
の
歌
詞
の
訳
の
見
事
さ
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

同
時
に
該
書
は
学

術
的

に
み
て
も
重
要
な
示
唆
を
い
く
つ
か
含
ん
で
お
り
、
こ
の
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

第

H
章

「
演
劇
と
語
り
物

の
音
楽
」

の
冒
頭

で
、
著
者
は
中
国
伝
統
音
楽
の
特
徴
と
し
て

「
単
線
的
性
格
」
と

「
一
曲
多
用
」
を
挙

げ
る
。

一
般
に
は

「
歌
詞
」

に
対
し
て

「
旋
律
」
が
作
曲
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
中
国
の
伝
統
音
楽

で
は
そ
の
逆
に

「旋
律
」

に
対

し
て

「
歌
詞
」
が
作
詞
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。
言
い
換
え
れ
ば

こ
れ
は
ま
さ
に

コ

曲
多
用
」

で
あ
り
、

「
詞
曲
」
は
特

定
の
形
式
の
定
ま

つ
た

「詞
牌
」

「曲
牌
」
に
歌
詞
を
当
て
は
め
て
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ

こ
で
思
い
起
す
の
は
、
第

-
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
古
楽
譜

で
あ
る
。

「
声
曲
折
譜
」

(
八
四
頁
)
の
よ
う
な
図
式
化
し
た
例
も

あ
る
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま

で
道
教
で
用
い
ら
れ
る
特
殊
な
楽
譜

で
、
該
書

で
も
影
印
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
他

の
古
楽
譜

の
よ
う
に
、

中
国

の
古
楽
譜
は
基
本
的
に
は
歌
詞
を
中
心
と
し
て
そ
の
文
字

の
傍
に
音
符
を
付
す
る
と
い
う
仕
組
み
に
な

つ
て
い
る

(
古
楽
譜
に
関
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し
て
は
醇
宗
明
著

『
中
国
音
楽
史

楽
譜
篇
』

(台
湾
商
務
印
書
館
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)。

こ
れ
は
西
洋
五
線
譜

の
よ
う
に
旋
律
を

図
式
的
に
表
記
し
、
そ
の
下
の
対
応
す
る
位
置
に
歌
詞
を
配
置
す
る
記
譜
法
と
は
基
本
的

に
構
造
を
異
に
す
る
。
著
者
の
言
う
中
国
音

楽

の

「線
的
思
惟
」
は
、
中
国
音
楽
の
歌
曲
作
法
上
の
特
徴
と
も

一
致
し
、
同
時
に
こ
う
し
た
古
楽
譜
の
記
譜
法
の
構
造
と
も
相
通
ず

る
も

の
が
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
評
者
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た

い
と
思
う
。

こ
の
他
に
、
該
書
の
内
容
に
つ
い
て
気
付

い
た
細
か
い
点
を
敢
え
て
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
第

I
章

二

一
頁
か
ら

の

「
驚
異
の
音
楽
理

論
」

の
音
律
に
つ
い
て
。
既
に
見
た
よ
う
に
中
国
の
音
律
学
は
絶
対
音
高
を
表
す

「
十

二
律
」
と
相
対
音
程
を
表
す

「
五
音

・
七
音
」

と
い
う
二
本
の
柱
か
ら
な
り
、
後
者
を
前
者
に
配
置
す
る
こ
と
で

「
調
」

(宮
調
)
が
決
定
さ
れ
る
。

「
十
二
律
」
は
絶
対
音
程
を
も

っ

た
音
列
で
あ
り
、
洋
楽

で
は

「
音
名
」
に
あ
た
る
。
十

二
の
律
呂
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
周
波
数
を
も

つ
た
音
だ
か
ら
、
時
の
朝
廷
に
よ

つ

て
そ
の
音
高
が
決
定
さ
れ
る
と
自
由
に
変
更
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し

「
五
音

・
七
音
」
は
相
対
音
程
を
示
す
音

列
で
あ
り
、
洋
楽

で
は

「音
階
」
に
あ
た
る
。

こ
れ
は
そ
の
相
対
的
音
程
関
係
さ
え
守
ら
れ
れ
ば
、
何
れ
の
高
さ
に
も
展
開
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
岸
辺

成
雄
氏

の
的
確
な
説
明
を
拝
借
す
る
な
ら
、

音
律
論
は
、
中
国
人
の
音
響
学

で
あ
り
、
か

つ
音
楽
論

の

一
環

で
も
あ
る
。
し
か
し
律
暦
志
に
あ
る
音
律
論
だ
け
で
は
、
中
国

音
楽

の

「音
組
織
」

の
す

べ
て
を
カ
バ
ー
で
き
な
い
。

「
音
組
織
」
と
は
、
音
律

(絶
対
音
高
を
も

つ
音
列
)
、
音
階

(間
隔

の

み
定
め
た
音
列
)、
調

(音
律
と
音
階

の
結
合
)
の
三
要
素
か
ら
成
る
。

(
ニ
ー
ダ

ム
著

『中
国
の
科
学
と
文

明
』
第
七
巻

月

報
7

思
索
社

一
九
七
七
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

該

書
は
こ
の
二
つ
の
柱
を
実
に
明
快
に
説
明
し
て
く
れ
る
。
但
し
そ
の
先
の

「
五
音

・
七
音
」
を

「
十
二
律
」
に
配
置
す
る

「
宮
調
」

(調
)
の
決
定
に
は
全
く
言
及
が
な
く
、

「
音
組
織
」
が
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
此
二
か
残
念

で
あ
る
。

相
対
的
音
程
の

「
五
音

・
七
音
」
を

「
十
二
律
」
に
配
置
す
る
際
、

「長
調
」
と

「
短
調
」
の
み
の
西
洋
音
階
と
異
な
り
、
中
国
音

律

で
は

「
五
音

・
七
音
」
は
そ
の
何
れ
の
音
も
主
音
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ

つ
て
理
論
上
は

旨

×
刈
で
八
十
四
通
り
の
音
階
が
成

立
す
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
実
際
上
は
そ
の
全
て
が
用
い
ら
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
例
え
ば
唐
代

の
燕
楽
で
は
二
十
八
調
が
用
い
ら

れ
た

こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。

書
評

『中
国
の
音
楽
世
界
』

(
明
木
)
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さ
ら
に
、

「十

二
律
」
は

「
三
分
損
益
法
」
に
よ

っ
て
算
出
さ
れ
る
。
三
分
損
益
法
に
つ
い
て
は
、
該
書
は
次

の
よ
う
に
解
説
し
て

い
る
。

こ
の
方
法
は
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
。

『
呂
氏
春
秋
』
に
記
載
さ
れ
る

「
三
分
損
益
法
」
と
は
、

一
本
の
弦

の
全
長
を
振
動
さ

せ
て
出
す
音
高
を
基
音
と
す
る
と
、

こ
の
弦
の
三
分
の

一
を
切
り
縮
め
た
と
き
は
、

(張
力
を
も
と
の
ま
ま
と
す
る
と
)
基
音
よ

り
も
純
五
度
高
い
音
が
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
ド
か
ら
ソ
の
音
程
が
得
ら
れ
る
。
逆
に
、
弦
を
三
分
の

一
だ
け
長
く
す
る
と
、
基
音
よ

り
も
純
五
度
低
い
音
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
ド
か
ら

フ
ァ
の
音
程
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
上
下
に
進

行
し

つ
つ
、
十

二

の
律
が
得
ら
れ
、
律
の
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
二
一二
頁
～

二
四
頁

傍
点
評
者
)

と

こ
ろ
で
こ
こ
に
は
二
つ
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
、

「
三
分
損
益
法
」
は
元
来

「律
管
」

(
ピ
ッ
チ
パ
イ
プ
)
を
用
い
て
算
出
さ
れ

た
と

い
う
こ
と
で
あ
る

(馬
王
堆
か
ら
は
十

二
本

一
組
の
律
管
が
出
土
し
て
い
る
)。

『
呂
氏
春
秋
』

の

「
三
分
損
益
法
」
は
著
者
の

言
う

よ
う
に

「弦
」
に
よ

つ
て
算
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
三
分
損
益
に
弦
長
を
用

い
る
こ
と
は
、
前
漢
の
京
房

に
始
ま
る
の
で
あ

る
。

則
ち
続
漢
書
律
暦
志
上
に
言
う
。

房
又
日
,
竹
聲
不
可
以
度
調
,
故
作
準
以
定
数
。
準
之
状
如
琶
,
長
丈
而
十
三
弦
,
隠
間
九
尺
,
以
鷹
黄
鐘

之
律
九
寸
,
中
央

一
弦
,

下
有
書
分
寸
,
以
爲
六
十
律
清
濁
之
節
。

ま
た
堀
池
信
夫
氏
は
こ
れ
に
関
し
て

こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
京
房
の
天
才
ぶ
り
を
示
す
も
の
で
、
そ
れ
は
次
の
二
点
に
お
い
て
画
期
的
な
意
義
を
有

す
る
。
第

一
は
こ

の
新
考
案

の
音
響
測
定
器
は
律
管

の
持

つ
音
響
物
理
学
的
に
決
定
的
な
弱
点
を
カ
バ
ー
で
き
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
其
の
弱
点
と
い

う
の
は
管

口
補
整
と
よ
ば
れ
る
現
象

で
、
唇
か
ら
管

へ
空
気
を
吹
き
入
れ
る
際
、
吹
き
込
む
圧
力
に
よ

っ
て
管

内
の
空
気

の
振
動

が
、
見
か
け
上
、
や
や
管
が
伸
び
た
の
と
同
じ
効
果
を
起

こ
す
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
に
よ
る
と
管

長
の
実
際
か
ら
作

ら
れ
る
は
ず
の
音
よ
り
も
や
や
低

い
音
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

一
定
の
音
程
に
つ
い
て
は
理
論
値
よ
り
も
短
い
管
を
用
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
(中
略
)
…
準
に
よ
り
こ
の
難
問
が
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
第

二
は
、
九
寸
の
管
に
対
し

て
九
尺
の
弦
を
用

い
た
た
め
、
目
盛
り
が
十
倍
に
な
り
、
長
さ
の
精
密
値
が
い
っ
そ
う
簡
便
に
測
定
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

(
「
京
房
の
六
十
律
」

1

両
漢
経
学
の
展
開
と
律
暦
学
ー

日
本
中
国
学
会
報

第
三
十

一
輯

傍
点
著
者
)
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と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

い
ま

一
つ
の
問
題
は
右

の
該
書

の
引
用
文
中
、
傍
点
の

「
基
音
よ
り
も
純

五
度
低

い
音
」
、
こ
れ
は
明
ら
か
に

「純

四
度
低
い
音
」

の
誤
り
で
あ
る
。
と
す
る
と
そ
の
次
の

「す
な
わ
ち
ド
か
ら
フ
ァ
の
音
程
で
あ
る
」
も
誤
解
を
招
き
や
す

い
表
現
で
あ
ろ
う
。

「
ド
」

と

「
フ
ァ
」

の
音
程
は
、
下
に
数
え
れ
ば
五
度
だ
が
、
上
に
数
え
れ
ば
四
度
で
あ
る
。

「
フ
ァ
か
ら
ド
」
と
す
る
か
、
或
い
は
こ
れ
は

「
黄
鐘
」
か
ら
最
初
の
三
分
損

一
で

「
林
鐘
」

(
ソ
に
相
当
)
を
得
て
、
次
に

「
太
籏
」

(
レ
に
相
当
)
を
得
る
三
分
益

一
で
あ
る
か

ら
、

い
つ
そ

「
ソ
か
ら

レ
の
音
程
」
と
し
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

次

に
、
該
書
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
。
著
者
は

最
後

に
お
断
わ
り
し
て
お
く
が
、
中
国
音
楽
は
た
い
へ
ん
膨
大
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
小
著
は

『
中
国
の
音
楽
世
界
』
と
は
い
っ

て
も
、
そ
の
ご
く
ご
く

一
部
し
か
語
れ
な
か

っ
た
こ
と

で
、
せ
い
ぜ

い

「葦

の
髄
か
ら
天
を
の
ぞ
く
」
と

い
う
と

こ
ろ
だ
が
、

二

九
二
頁
)

と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
該
書
を
愛
す
る
が
故
に
、
敢
え
て
少

々
残
念
に
思
う
の
は

「
器
楽
」
の
分
野
が
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
胡
弓
は
日
本
人
に
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
中
国
楽
器

で
あ
り
、
琵
琶
や
箏
、
笛
子
等
も
日
本
音
楽
と
の

係
わ
り
が
深
い
。

こ
う
し
た
器
楽
も
広
く
紹
介
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

民

族
器
楽
合
奏

で
最
も
有
名
な
の
は

「
江
南
締
竹
」
で
あ
ろ
う
。
江
南
地
方
の
器
楽
合
奏
で
二
胡
、
琵
琶
、
楊
琴
、
笛
子
、
笙
、
籟

等
が

用
い
ら
れ
る
。
ま
た

「
広
東
音
楽
」
も
有
名

で
、
二
胡
の
代
わ
り
に
高
胡
を
用

い
る
た
め
、

「
江
南
締
竹
」
と
は
合
奏

の
響
き
が

全
く

異
な
る
印
象
を
与
え
る
。
ま
た

「
箏
」
に
し
て
も

「
古
箏
」
と

「潮
州
箏
」
で
は
音
色
を
全
く
異
に
し
て
お
り
、
器
楽
の
音
楽
世

界
も
大
き
い
広
が
り
を
も

っ
て
い
る
。
著
者
の
別
稿
に
期
待
し
た
い
。

ま

た
現
代
の
音
楽
に
も
言
及
が
全
く
無
い
が
、
こ
れ
は
い
た
し
か
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

;
日
補
足
す
る
な
ら
ば
、
既
に
古
典

と
な

っ
た

「
黄
河
大
合
唱
」
、

「
ピ
ア
ノ
協
奏
曲

黄
河
」
、

「
バ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲

梁
山
伯
与
祝
英
台
」
等
は
今

で
も
演
奏
さ
れ
て

い
る
が
、

こ
う
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
的
作
品
と
は
異
な
る
新
し
い
概
念
、
新
し
い
書
法
に
よ
る
作
品
も
近
年
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
例

え
ば

一
九
八
六
年

「
中
国
唱
片
公
司
」

に
よ
る
作
曲

コ
ン
ク
ー
ル

(
中
国
唱
片
奨
)
の
交
響
楽
部
門
の
第

一
位
作

品
、
崔
小
松
作
曲

「
第

一
交
響
曲
」
、
民
楽
部
門
の
第

一
位
作
品
、
何
訓

田
作
曲

「
天
籟

ー

為
七
位
演
奏
家
而
作

1

」
等
は
セ
リ

エ
リ
ズ
ム
の
概

書
評

『中
国
の
音
楽
世
界
』

(明
木
)

一〇9=



中
国
文
学
論
集

第
十
九
号

念
の
導
入
が
認
め
ら
れ
、
前
衛
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
特
に
後
者
は
中
国
の
民
族
楽
器
を
用
い
た
前
衛
作

品
で
あ
る
。

『
中

国
の
音
楽
世
界
』

で
著
者
は
中
国
の
民
族
楽
器
は
自
国
の
音
楽
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
西
洋
音
楽
を
演
奏
可
能

で
あ
る
と
述

べ
て
お

ら
れ

る
が

(
一
九
○
頁
)、

こ
う
し
た
前
衛
的
手
法

へ
の
応
用
の
可
能
性
を
開
く
意
味

で
注
目
に
値
し
よ
う
。
た
だ

一
方
で
は
八
二
年

の
第

一
回
全
国
作
曲

コ
ン
ク
ー
ル
の
優
勝
作
、
劉
敦
南
作
曲

「
ピ
ア
ノ
協
奏
曲

山
林
」

の
如
く
、
民
族
的
で
分
か
り
や
す

い
旧
態
依

然
と
し
た
作
品
も
今
な
お
作
ら
れ
て
い
る
の
も
事
実

で
、
今
後
の
動
向
に
注
目
し
た
い
。

最
後

に
、
該
書
に
は
著
者
が
中
国
芸
術
研
究
院
音
楽
研
究
所
の

『
中
国
音
楽
史

ス
ラ
イ
ド
』

か
ら
採

つ
た
と

い
う
豊
富
な
図
版
が
収

め
ら

れ
て
い
る
が
、
出
土
品
等
に
つ
い
て
必
ず
し
も
そ
の
出
所
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
評
者
の
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
こ
れ
を
補

足
し
て
目
録
と
し
、
ま
た
該
書
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
中
国
音
楽
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
実
際
に
聴
く
こ
と
の
で
き
る
テ
ー
プ
、
レ
コ
ー
ド
、

コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
等

の
録
音
資
料
の
目
録
も
付
録
と
し
た
。
蛇
足
な
が
ら
、
読
者
に
些
か
で
も
資
す
る
と

こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

(岩
波
書
店

岩
波
新
書
赤
版

一
一
五

一
九
九
○
年
三
月
)

「10一



付
録

1

図
版
目
録

I
は
る
か
な
時
の
か
な
た
か
ら

一
頁

五
頁

六
頁

七
頁

八
頁

十

一
頁

十
二
頁

十
四
頁

十
九
頁

二
十
頁

三

一
頁

三
七
頁

三
八
頁

六
○
頁

八
四
頁

四
川
省
成
都
市
郊
百
花
潭
出
土
銅
壺
楽
舞
図

漸
江
省
余
挑
県
河
娚
渡
遺
跡
出
土
骨
哨

湖
南
省
崇
陽
出
土
銅
鼓

西
安
半
披
村
仰
紹
文
化
遺
趾
出
土
壊

山
西
省
嚢
扮
陶
寺
遺
趾
出
土
石
馨

湖
北
省
随
県
播
鼓
激

一
号
墓
曾
侯
乙
墓
出
土
排
薫

青
海
省
大
通
県
土
孫
塞
出
土
舞
踊
紋
彩
陶
盆

河
南
省
安
陽
武
官
村
商
代
晩
期
墓
葬
中
出
土
虎
紋
石
磐

湖
北
省
随
県
播
鼓
敏

一
号
墓
曾
侯
乙
墓
出
土
編
鐘
の
下
層
中
央
楚
王
鉾

湖
北
省
随
県
揺
鼓
敬

一
号
墓
曾
侯
乙
墓
出
土
編
鐘

湖
北
省
博
物
館

南
京
西
善
橋
古
墓
出
土
南
朝
竹
林
七
賢
模
印
碑
画
像

敦
煙
莫
高
窟
二
二
〇
窟
唐
貞
観
十
六
年
題
記
壁
画

敦
煙
莫
高
窟
十
七
窟
出
土
中
興
殿
応
聖
節
講
経
文
背
面

勺
●ω
0ω
㊤
・ω
。。O
c。

宋

・
朱
烹

『
儀
礼
経
伝
通
解
』
詩
楽
二
十
四
所
引

「唐
開
元
十
二
詩
譜
」

『
正
統
道
藏
』
養
字
類
巻
上
第
十

一
「
玉
音
法
事
」

「m「

Ⅱ
演
劇
と
語
り
物
の
音
楽

=

二
二
頁

四
川
省
成
都
天
迥
山
東
漢
墓
出
土
撃
鼓
説
唱
桶

一
二
五
頁

清

・
華
岩
筆
農
村
説
唱
図

書
評

『中
国
の
音
楽
世
界
』

(明
木
)



中
国
文
学
論
集

第
十
九
号

Ⅲ
大

地
に
満
ち
る
歌

一
八

二
頁

雲
南
省
江
川
李
家
山
二
四
号
墓
出
土
萌
盧
笙

付
録

2

録
音
資
料
目
録

(◎

は

コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
、
●
は

ア
ナ

ロ
グ
デ

ィ
ス
ク
、
□
は
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
示
す
。
)

I

は
る
か
な
時

の
か
な
た
か
ら

○
出
土
古
楽
器

中
国
出
土
古
楽
器
(
一
)(
二
)

香
港
全
音
製
作
有
限
公
司

閃
Gっ
ー
ω
密
～
刈

□

(鐘
馨
、
吹
塘
、
排
籍
、
等
)

懐
古

中
国
古
楽
器
-
壊
、
笙
、
管
演
奏
的
音
楽

中
国
旅
游
出
版
社

■
■
勺

〉
<
「
O
O
⑩①

□

○
曾
侯
乙
編
鐘

曾
侯

乙
墓

の
編
鐘
の
演
奏
に
は
湖
北
省
博
物
館
発
行
の
テ
ー
プ

「
九
歌
-
曾
侯
乙
編
鐘
音
楽
会
」
、

「
千
古
絶
響
「
曾
侯
乙
編
鐘
之
声
」

(無
番
号
)
が
あ
る
が
、
入
手
難
。
同
編
鐘

の
演
奏
は
他

に

編
鐘
楽
舞

湖
北
省
歌
舞
団

中
国
唱
片

O
O
U
「
。。
ざ
ω

◎

等
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

○
広
陵
散

古
箏
現
代
名
曲
集

中
国
民
族
器
楽
系
列
5

珠
海
特
区
音
響
出
版
社

N
ー
。。○。O
Oα

口

古
琴
独
奏
曲
集

襲

一

ω
=
>
N
O
=
A
一
じu
O
O
国

■
閑
A
U
国
国
Gっ

国
ωO
①

口

広
陵
散
交
響
曲

中
国
青
年
作
曲
家
作
品
選
周
龍
管
弦
楽
作
品
集

中
国
唱
片
北
京
分
公
司

A
ぴ
「
紹

口

=12=



○

敦

煙

曲

譜

敦

煙

曲

譜

琵

琶

曲

二
十

五

首

中

国

唱

片

国
い
「

ω
G。
刈

口

=
o
コ
σq
内
○
口
σq

国
①
o
O
「
島
ω

O
O
。。
』
蔭
卜。
一
〇
⑩

◎

ζ

Q
r
N
畠

一
〇
Φ

□

P
p
O
一訣
o

ζ

O
ω
一〇

■
O
O

Qo
・
N
①
O
ら
Qo
幽

◎

(
研

究

書

『
敦
煙

琵

琶

曲

譜

』

葉

棟

著

上

海

文

芸

出

版

社

一
九

八

六
年

)

敦

煙

か

ら

正

倉

院

へ
の
道

「
復

元

楽

器

シ

ル
ク

ロ
ー

ド

の
音

楽

○
○
「

亀

て
斗

て
ω
O
O
勾
「
卜。
O
卜。
ω

◎

○
白

石
道
人
及
び

『
九
宮
大
成
南
北
詞
宮
譜
』

宋
姜

白
石
歌
曲
十
七
首

中
国
唱
片
公
司
北
京
分
公
司

A
い
1
8

□

ぼ
o
コ
σq凶
○
コ
σq
菊
①
o
O
「α
。。

O
U
。。
b
誌
一一〇

◎

ζ
Q
r
漣
卜。
一
一〇

姜
白

石
宋
曲
十
八
首

中
国
唱
片
総
公
司

国
い
ー
じ。

□

(
琴
曲

「古
怨
」
を
含
む
)

漢
、
唐
、
宋
、
清
詞
曲

二

)

(
二
)

香
港
芸
声
唱
片
公
司

A
カ
=
ω
Φ
～
蔭○

口

唐
宋
詞
吟
唱

邸
曼
友
編
採

東
大
図
書
公
司
印
行

O
ー
旨
O

□

(研
究
書

『
宋
姜
白
石
創
作
歌
曲
研
究
』
楊
蔭
測

・
陰
法
魯
合
著

人
民
音
楽
出
版
社

口一
九
五
六
年
)

「13=

○
酒
狂

中
国
唱
片

ω
=

α
⑩
O
卜。

●

Ⅱ
演
劇
と
語
り
物
の
音
楽

演
劇

と
語
り
物
に
つ
い
て
は
中
国
で
大
量
の
録
音
が
発
行
さ
れ
、
か

つ
我
が
国
に
も
輸
入
さ
れ
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

こ
こ
で
は
日
本

で
入
手
が
特
に
容
易
な
も
の
を
挙
げ
る
に
止
め
た
い
。

書

評

『
中

国

の
音
楽

世
界
』

(
明
木

)



中
国
文
学
論
集

第
十
九
号

極
彩

の
躍
動

京
劇
/
中
国
京
劇
院
三
団

O
O
一
メ
"

受
、
ヰ
q
文

罵
で
己
ー
凶
◎

(覇

王
別
姫
あ
り
)

李
世
済

.
京
劇
演
唱
集

中
国
京
劇
院
楽
団
伴
奏

中
国
唱
片

O
O
U
=
。。
刈O
O

◎

李
維
康

.
京
劇
演
唱
集

中
国
京
劇
院
楽
団
伴
奏

中
国
唱
片

0
0
U
ー
。。
詞
O

◎

中
国
戯
曲
芸
術
家
唱
腔
選

中
国
唱
片

=
O
=
。。ω
～

口

≦

「

氏

、

黛

ー

≦

O
O
-
8

一
①

◎

Ⅲ
大
地
に
満
ち
る
歌

○
白
毛
女

歌
劇
白
毛
女
選
曲

中
国
唱
片

=
U
ー
一ω
O

□

中
国
電
影
歌
曲
清
選

一
集

中
国
上
海
文
化
芸
術
経
理
公
司

Gり
=
1
δ
8

□

○
中

国
葬
礼
哀
楽

哀
楽

葬
礼
進
行
曲

中
国
唱
片

=
O
-
N。。
卜。

□

礼
儀
曲
集

葬
礼
用
曲

北
京
文
化
芸
術
音
像
出
版
社

O

卜。
O
ω

□

一14一

○
牧
歌

馬
思
聡
作
品
精
選

中
国
唱
片

=
い
ー
q
起

□

(
A
面
)

苗
嶺
的
早
農

湖
北
音
像
芸
術
出
版
社

国
A
<
ー
○。
謡
ら

□

(
A
面
)

梁
山
伯
与
祝
英
台

盛
中
国

中
国
録
音
録
像
公
司

中
録

。。凸
⑩

口

(
B
面

)

○
ガ
ダ
メ
イ
リ
ン

草
原
音
詩

馬
頭
琴
独
奏

人

民

音

楽

出

版

社

華

彩

Q。
O
卜。
①
土

[
O
卜。
c。

口

(
A

面

)



中
国
民
族
交
響
楽
集
錦
之

二

音
響
詩
嗅
達
梅
林

中
国
北
光
声
像
芸
術
公
司

O
照
ー
。。臼
匪

シ
ル
ク

ロ
ー
ド
ー
中
国
の
旅

北
京
中
央
民
族
楽
団
C
o
コ
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