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日
文
研

フ
オ
ー
ラ
ム
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
創
設
以
来
の
事
業

の
ひ
と

つ
で
す
。
海
外

の
日
本
研
究
者
と
市

民
と

の
交
流
を
促
進
す
る
た
め
に
、

原
則
月

一
回
、
年
間
十
回
程
度
、
京
都
市
内

の
公
共

ス
ペ
ー

ス
で
、
日
文
研
を

訪
問
中

の
世
界
さ
ま
ざ
ま
な
国

の
日
本
研
究
者

に
、
自
分

の
研
究
に

つ
い
て
自

由
に
語

っ
て
も
ら

い
、
参
加
者
と

の
知
的
交
流

を
図
ろ
う
と
す

る
も

の
で
す
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書

の
公
刊
に
よ

っ
て
、
日
文
研

フ
ォ
ー
ラ
ム

へ
の

皆
様

の
関
心
と
理
解
が
さ
ら

に
深
ま
る
こ
と
を
願

っ
て
お
り
ま
す
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

所
長

猪

木
武
徳
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東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
雅
楽

の
流
れ

東

ア
ジ

ア
に
お
け
る
雅
楽
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
は
、

そ
の
概
念
や
形
態
が
中
国
に
お

い
て
発
生

し
、
歴
史

の
流
れ
に
従

っ
て
日
本
、
朝
鮮
半
島
、

ベ
ト
ナ
ム
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
が
ら
も
、
地
域
や
民
族

に
よ

っ
て

異
な
る
形
を
と
り
な
が
ら
受
容
さ
れ
定
着
し
た
。

今
回

の
発
表
は
、
そ
も
そ
も
雅
楽
と
は
ど
う

い
う
概
念
で
あ
り
、
ど
う

い
う
形
態

の
ジ

ャ
ン
ル
な

の
か
、

そ
し
て
ま
た
東
ア
ジ
ア
の
国

々
が
そ
れ
を
ど
の
程
度

に
お
い
て
受
け
入
れ
、
変
遷

し
て
き
た

の
か
を
、
歴

史

の
流

れ
に
沿

っ
て
検
討
し

つ
つ
、

そ
の
形
態
や
性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

雅
楽

は
中
国
に
生
ま
れ
、
東
ア
ジ

ア
の
国

々

(
日
本
、
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ

ム
)

へ
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、

最
後

の
王
朝

・
清

の
崩
壊
に
と
も
な

い
、
中
国
で
は
す
で
に
そ

の
姿
は
消
え
て
し
ま

っ
た
。

し
か
し
日
本
で
は
、
今
で
も
毎
年

四
月
二
二
日
に
四
天
王
寺

で
行
わ
れ
る
聖
霊
会
と
い
う
仏
教

の
行
事

の
と
き
、
雅
楽
を
演
奏
す
る
し
、
宮
内
庁
や
全
国
の
そ
れ
ぞ
れ

の
雅
楽

団
体
も
ま
た
、
よ
く
演
奏
し
て
い

る
。二

十
年
ほ
ど
前
に
日
本
に
留
学
し
て
い
た
と
き
、
そ
れ
ら

の
演
奏
を
聴

い
て
い
た
私

は
、
中
国

の
伝
統

文
化
と
し
て
伝
わ

っ
て
き
た
雅
楽
が
今
も
日
本
に
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
認
識

し
た
。
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ま
た
、

日
本
だ
け
で
な
く
韓
国
で
も
、
二
十
世
紀

の
前
半
ご
ろ
に
李
朝

の
雅
楽
が
復
元
さ
れ
、
今
日
で

も
国
楽

と
し
て
全
国
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
場
合
は
、

一
九
四
五
年

ベ
ト
ナ

ム
民
主
土
ハ和
国

の
成
立
に
よ

っ
て
十
五
世
紀
か
ら
グ

エ
ン

朝
ま
で

の
五
〇
〇
年
間

の
宮
廷
雅
楽

は
な
く
な

っ
た
が
、
特
に
中
部
に
あ

る
フ
エ
と

い
う
町
で
は
、
今

で

も

「脱
宮
廷
」
の
雅
楽
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
本

目
は
、
そ
も
そ
も
中
国
に
そ
の
源
を
持

つ
雅
楽
、
特
に
そ
の
概
念
お
よ
び
形
態
が

一
体
ど
う

い

う
も

の
な

の
か
、
ま
た
、
雅
楽
が
東
ア
ジ

ア
の
国

々
に
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
ま
た
変
容
し
て
い

っ
た

の
か
、
と

い
う
こ
と
に

つ
い
て
あ
き
ら
か
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
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1
.
中

国

の
雅

楽

ま
ず
、
そ

の
発
生

の
地
、
中
国
で
の
雅
楽
と
は
ど
う

い
う
も

の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と

い
う

こ
と
に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。

雅
楽
と
い
う
言
葉
は
、
中
国

の
文
献

『
論
語
』
に
初
め
て
登
場
す

る
。

し

い
わ

て
い
せ

い

が

が

く

み

だ

に

く

・
『
論
語
』
陽

貨

…
子

日
、
…
悪

鄭
声

之

乱
雅

楽
也

、
…

(
子

曰
く
、
…
鄭

声

の
雅

楽

を
乱

る
を

悪

む
。



…
)通

釈

"
孔
子
が
言

っ
た
。

「音
楽
で
言
え
ば
、
卑
俗
な
鄭

の
国
の
音
楽
が
耳
に
入
り
易
く
て
、
そ

の
た
め
に
正
し

い
雅
楽
が
乱
さ
れ
が
ち
な
の
は
、
ま
こ
と
に
に
く
む
べ
き
こ
と
だ
」
、
と
。

鄭
声
と
は
鄭
と
衛
と
い
う
地
方

の
音
楽

の
こ
と
で
、
現
在

の
中
国
河
南
省
中
部
と
東
部
あ
た
り
の
地
方

民
間
音
楽
を
指

し
て
い
る
。
そ
の
地
方

の
音
楽

は
情
感
豊
か
な
旋
律
と
複
雑
な
リ
ズ

ム
を
持

つ
民
族
音
楽

だ

っ
た
。
そ
れ
は
、
宮
廷

で
行
わ
れ
た
祭
祀
儀
礼
や
儒
教
思
想
を
反
映
し
た
神
を
讃
え
る
音
楽
と
は
正
反

対
の
も

の
で
、
民
間
で
楽

し
ま
れ
た
音
楽
で
あ

っ
た

こ
と
は
間
違

い
な

い
だ
ろ
う
。
関
連
資
料
と

し
て
、

『
礼
記
』
中

の

「楽
記
」
に
は
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

一3一

魏
文
侯
問
於
子
夏

日
、
吾
端
冕
而
聴
古
楽
、
則
唯
恐
臥
、
聴
鄭
衛
之
音
、
則
不
知
倦
。

敢
問
古
楽
之
如
彼
何
也
、
新
楽

之
如
此
何
也
。

ぎ

ぶ
ん
こ
う

し

か

と

い
は

わ
れ
た
ん
べ
ん

こ

が
く

き

す
な
わ

た
だ

ふ

お
そ

魏
の
文
侯
子
夏
に
問
う
て
曰
く
、
吾
端
冕
し
て
古
楽
を
聴
け
ば
、
則
ち
唯
臥
せ
ん
こ
と
を
恐
る
、

て
い
ゑ
い

お
ん

き

す
な
わ

う

し

あ

へ

と

こ

が
く

か
れ

ご
と

な
ん

鄭
衛
の
音
を
聴
け
ば
、
則
ち
倦
む
こ
と
を
知
ら
ず
。
敢
て
問
ふ
、
古
楽
の
彼
の
如
き
は
何
ぞ
や
、

し
ん
が
く

こ

ご
と

な
ん

 新
楽
の
此
の
如
き
は
何
ぞ
や
と

通
釈

n
魏
の
文
侯
は
子
夏
に
問
う
た
。

「私
は
端
冕
の
祭
服
を

つ
け
て
古
楽
を
聞
く
と
、
た
だ
眠
気
の
生
ず
る
心



配
が
あ
り
、
鄭
衛
の
音
楽
を
聞
く
と
、
楽
し
く
て
う
む
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
尋
ね
る
が
、
古
楽
は
ど
う

し
て
あ
の
よ
う
に
興
味
が
少
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
新
楽
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
楽
し
い
の
で
あ
ろ
う

か
。」
と
。

(『
礼

記
』
中

、
全

釈

漢

文
大

系
、
昭

和

五

二
年

、
四
四

七
頁
。
)

こ
れ
は
、
古
楽

の
雅
楽

と
新
楽

の
鄭

・
衛

の
地
方
楽

と
の
対
照
ぶ
り
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
雅
楽
が
正

統
性
を
持

つ
正
し
い
音
楽
と
し
て
宮
廷
に
用

い
ら
れ
、
儒
教
を
称
え
た
ジ

ャ
ン
ル
で
あ

る
の
に
対
し
て
、

鄭
声
は
民
間
人
の
感
情
を
あ
ら
わ
に
持
ち
出
し
た
よ
う
な
音
楽

で
、
上
下
関
係
や
規
則
を
乱
す
よ
う
な
も

の
、
決

し
て
人
間
に
良

い
も
の
で
は
な

い
、
と
上
層
階
級

で
は
思
わ
れ
て
い
た
。
孔
子
お
よ
び
儒
教
思
想

塩

の
も
と
で
、
鄭
声
に
対
す
る
そ
う
し
た
見
方
は
周
代
か
ら
漢
、
唐
を
通
じ
て
清
ま
で

の
何
千
年
も

の
あ

い

一

だ
続

い
た
。
中
国

の
宮
廷
で
は
、
雅
楽

こ
そ
が
正
当
な
音
楽
だ
と

い
う
見
方
が
非
常

に
強
か

っ
た

の
で
あ

る
。中

国
の
雅
楽

は
、
主
に
次

の
よ
う
な
音
楽
と
し
て
用

い
ら
れ
た
。

用

い
方

"
①

祖
先
を
祭
る
と
き

の
廟
祭
楽
と
し
て
。

②

天
地
山
川
な
ど
神
を
祭

る
と
き
の
郊
祀
楽
と

し
て
。

③

儀
礼
饗
宴

の
と
き

の
宴
饗
楽
と
し
て
。

つ
ま
り
、
雅
楽
は
祭
祀
儀
礼
を
中
心
と
す

る
音
楽

で
、

そ
の
具
体
的
な
様
式

は
次

の
よ
う
な
も

の
だ

つ



た

の
で
あ

る
。

様

式

"

堂

上

登
歌

↓

歌

堂

下
楽

懸

↓

管

弦

打

(楽

器
)

文

武
倫

舞

↓

舞

最
初

の

「歌

」

は
登

歌

と

い
う

も

の
で
、

周
代

(紀

元
前

一
〇

四

六
-

紀

元
前

二

五
六
)

の

こ
ろ

は
そ

の
前

世

代

の
皇

帝
や

伝

説

人
物

を
称

え

る
歌

だ

っ
た
。

そ

の
登
歌

は
、

具

体
的

に
は

「六
代

の
楽
」

と

い

う

も

の
で
、

つ
ま

り
、

「雲

門
大

巻

」

(黄

帝

)
、

「咸
池

」

(堯
)
、

「大
韶

」

(舜
)
、
「大

夏

」

(禹
)
、
「
大
漢

」

(商

湯

)
、

「大

武

」

(
周
)

の
六
種

で
あ

っ
た
。

漢
代

(紀

元
前

二
六

〇
1

紀

元

二
〇

〇
)

に
な

る

と
、

そ

の
登
歌

は
周

代

の
雅

楽

を

復

活

さ

せ

た

が
、

舜

の

「大

韶

」
と
周

の

「大

武

」
が

復

元
さ

れ

た

ほ
か
、
本

朝

の
登

歌

も
作

ら
れ

た
。

「嘉

至

の
楽

」
、

「
永

至

の
楽

」
、

「休

成

の
楽

」
、

「永

安

の
楽

」
な

ど
、

宗
廟

の
祭
典

楽

を
新

た

に
作

り
出

し
た

の
で
あ

る
。

唐

代

(紀

元
六

一
八
-

九

〇

七
)

の
登
歌

は
ま

っ
た
く

新

し

い
創

作

で
、

十

二
和

の
登

歌

、

つ
ま

り
、

「預

和
」
、

「
順
和

」
、

「永

和
」
、

「粛

和

」
、

「雍

和
」
、

「寿

和

」
、

「太

和
」
、

「舒

和

」
、

「昭

和
」
、

「休

和

」
、

「正

和
」
、

「
承
和

」
が

作

り
出

さ

れ
た

。
唐

代

に

お
け

る
大

規
模

な

雅
楽

は
、

周

代

以
降
雅

楽

の
最

盛

期

を

迎
え

、

特

に
そ

の

「十

二
和

」

と

い
う

登
歌

は
後

代

の
模

範

と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、
雅

楽

に
使

わ

れ
た

雅
楽

器

は

「楽

懸
」

と

い
う
楽

器

中

心

の
も

の
で
、
懸

け

(掛

け
)

ら

れ

一5一



た
楽
器
、
と
く
に
鐘
や
磬
な
ど
、
雅
楽

で
は
編
鐘
、
編
磬
と

い
わ
れ
る
特
別
な
楽
器
で
の
演
奏
を
指

し
て

い
る
。
雅
楽

に
使
わ
れ

て
い
た
雅
楽
器
は
打
楽
器
を
中
心
と
す
る
も

の
で
、
文
献
か
ら
見
る
と
次

の
よ
う

に
な
る
。

へ
ん
し
ょ
う

へ
ん
け

い

し
ゅ
く

ぎ
ょ

け
ん

こ

お
う

こ

と
う

ふ
ん

は

く

ふ

打
楽

器

目
編

鐘

、

編
磬

、

祝

、
歌

、

建
鼓

、
応

鼓

、
譏

、

蠢
、

搏

拊

し
ょ
う

う

て
き

ち

や
く

き
ん

そ
う

し

つ

け

ん

し
よ
う

管

弦

H
笙

、
竿

、

篷
、

旒
、

籥

、
琴

、

筝
、

瑟
、

墳

、

簫

な

ど

唐

の

こ
ろ

の
楽

懸

の
図
が

『
文
献

通
考

』

巻

一
四

〇

に

『文 献通 考』巻140か ら引用

は

っ
き
り
と

「堂
上
」
「堂
下
」
に
分
け

て
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
楽
懸
図
を
見
る
と
、
楽
器
は
四
面
に
囲
ま
れ
て
、

一
定

の
政
治
的
規
則
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
雅

楽

は
必
ず
公
に
向
け

て
演
奏
す
る
も

の
で
、
天
子
は
四
面

の
楽
懸
、
諸
侯
は
三
面
、
卿
大
夫

は
二
面
、
士
は

一
面
と

い
う
上
下
関
係
を
決
め
る
制
度

で
あ
り
、
そ
れ
は

一
定

の

政
治
的
規
則
が
反
映
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

雅
楽

の
舞
は
倫
舞
と
言
わ
れ
る
が
、
「价
」
は
楽
舞

の
行

列
と

い
う
意
味
で
、
楽
懸
と
同
じ
よ
う

に
方
陣

の
舞

で
あ

る
。

一
倫
が
八
人
、
最
高

は
人
价
、

つ
ま
り
、
天
子

の
場

6



合

に
は
八
償
掛
け
る
人
人
の
六
四
人
で
舞

い
、
諸
侯

は
六
儕
掛
け
る
人
人

の
四
人
人
で
舞
う
。
卿
大
夫

の

場
合
は
四
儕

(
三
二
人
)
、
士

の
場
合
は
二
儕

(
一
六
人
)

で
あ

る
。

な
お
、
舞
に
は
文
舞
と
武
舞
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
器
を
持

っ
て
踊
る
。

や

く

て
き

文
舞

"
左
手
は
籥

(三
孔

の
縦
笛
)
、
右
手
は
霍

[キ
ジ

の
尾
羽
」
を
持

つ
舞
器

か
ん

せ
き

武
舞

"
左
手
は
干

(た
て
)
、
右
手
は
戚

(お

の
)
を
持

つ
舞
器

こ
れ
ら
は
文
と
武
を
大
別
す
る

一
定

の
形
式
を
有

し
た
償
舞
な

の
で
あ
る
。
中
国

の
雅
楽
は
、
音
楽
あ

る
い
は
芸
術
的
な
も

の
と

い
う
よ
り
も
政
治
的
な
も

の
で
、
儒
教

の
思
想
を
反
映
す
る
手
段
に
過
ぎ
ず
、

孔
子
楽
あ
る
い
は
儒
教

の
儀
礼

の
た
め
に
存
在

し
た
も

の
、
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
中
国

の
雅
楽
は
、
唐
か
ら
東

ア
ジ

ア
の
国

々
へ
伝
播
し
て
い

っ
た
が
、
そ
れ
ら

の
国

々
は
そ

れ
ぞ
れ
が
持

っ
て
い
た
自
文
化
を
も
と
に
、
異
な
る
形

で
中
国

の
雅
楽
を
受
け
入
れ
た
。

そ
の
受
容

の
あ
り
方

に

つ
い
て
、
以
下
に
、
ま
ず
日
本
の
場
合
、
そ
し
て
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
の
場
合
を

見
て
み
た
い
。

五
.
日
本

の
雅

楽

目
本
と
中
国

の
交
流

は
、
少
な
く
と
も
漢
代

か
ら
す

で
に
始
ま

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宮
廷

レ
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ベ
ル
の
大
規
模
な
交
流

は
遣
隋
使
や
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
雅

楽
も
ま
た
そ

の
こ
ろ
、

つ
ま
り
奈
良
時
代
ご
ろ
に
伝
わ
り
、
以
後
千
年
以
上
に
わ
た

っ
て
今

日
ま

で
伝
承

さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
日
本

の
雅
楽
は
、
実
は
中
国

の
雅
楽

で
は
な
く
、
唐

の
こ
ろ
の
中
国
宮
廷
で
の
宴
楽
な

の
で

あ
り
、
遣
唐
使

は
唐
宮
廷

の
宴
楽
を
持
ち
帰

っ
て
雅
楽
と
名
前
を

つ
け
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

な
お
、
そ

の
理
由
に

つ
い
て
は
あ
と

で
述

べ
る
。

全
体

か
ら
見
る
と
日
本

の
雅
楽

は
三

つ
の
部
分
か
ら
な

る
が
、
『
日
本
音
楽
大
事
典
』

の

「雅
楽
」

の

匹

項
に
は
、
次

の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

一

1
、

皇
室
系
、
神
道
系
11
楽
舞

2
、

大
陸
系
楽
舞

11
狭

い
意
味

の
雅
楽

3
、

平
安
時
代
凵
新
作
歌
曲

こ
の
う
ち
狭
義

の
雅
楽
は
、
2
番

の
大
陸

の
楽
舞
を
指

し
て
い
る
。
大
体
五
世
紀
か
ら
九
世
紀

の
間
、

日
本
は
外
国

の
文
化
を
大
陸

か
ら
受
け
入
れ
た
時
期
だ
が
、
最
初

は
朝
鮮
半
島
を
と
お
し
て
主
に
中
国
文

化
を
受
け
入
れ
、
聖
徳
太
子
の
時
代

以
降
、
特
に
紀
元
六
〇
〇
年

か
ら
は
、
組
織
的
あ

る
い
は
国
家
的
な

規
模
で
遣
隋
使
や
遣
唐
使
を
派
遣

し
、
唐

の
文
化
を
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
日
本

の
最



初

の
音
楽
制
度
と
し
て
雅
楽
寮
は
七
〇

一
年
に
成
立
し
、
大
陸
か
ら
伝
わ

っ
て
き
た
宮
廷
音
楽
を
そ
こ
に

編
集
し
、
日
本

の
雅
楽
が
形
成
さ
れ
た
わ
け

で
あ

る
。

し
か
し
、
奈
良
、
平
安
時
代
か
ら
伝
わ

っ
て
き
た
雅
楽

は
複
雑

で
、

日
本

の
習
慣
や
感
受
性
に
合
わ
な

い
部
分
も
あ

っ
た
た
め
、
九
世
紀
前
半
ご
ろ
、
主
に
仁
明
天
皇

(八
三
三
-

人
五
〇
在
位
)
の
こ
ろ
か
ら
、

約
半
世
紀
に
わ
た

っ
て
楽
制
改
革
が
行
わ
れ
、
雅
楽
は
大
き
な
変
動
を
迎
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の

「改

革
」
に
よ

っ
て
主
に

つ
ぎ

の
内
容
が
決
め
ら
れ
た
。

1
、

楽
舞
は
左
右
に
分
け
、
左
方
唐
楽

(林
邑
を
含
む
)
と
右
方
高
麗
楽

(渤
海
楽

を
含
む
)
。

2
、

楽
器
編
成
を
整
理
し
、
阮
咸
、
五
弦

琵
琶
、
尺
人
、
大
篳
篥
な
ど
が
除
外
さ
れ
た
。

餌

3
、

音
楽
理
論
を
簡
素
化
し
、
唐
楽
を
中
心
に
六
調
子
に
ま
と
め
た
。

.

こ
の
よ
う
に
し
て
平
安
時
代
に
日
本
化
さ
れ
た
雅
楽
は
、
明
治

に
入

っ
て
か
ら

二
度

目
の
改
革
が
行
わ

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
九
年
と
一
二

年

の
二
回
に
わ
た

っ
て

「明
治
選
定
譜
」

の
作
成
が
行
わ
れ
、

二

二
〇
余

り
の
唐
楽
か
ら
伝
承
曲
と
し
て
七
〇
数
曲
が
残
さ

れ
、
ま
た
四
〇
曲

の
高
麗
楽

の
う
ち

二
五
曲
が

選
ば
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
千
年
以
上
に
わ
た

っ
て
三
回

の
改
革
も
交
え
た
う
え
で
、
日
本

の
雅
楽
は
現
在

の
よ
う

な
形
と
な

っ
た
。
そ

の
具
体
的
な
形
態
は
次

の
と
お
り
。



●●

形
式

"
管

弦

と
舞

(歌
な

し
)

楽

器

…
管

楽

器

"
竜

笛

3
、
篳

篥

3
、

笙

3

弦

楽

器

"
琵

琶

2
、
筝

2

打

楽

器

"
太

鼓
、

羯
鼓

、

鉦
鼓

(各

1
)

舞

"
左
方

(唐

楽

)

と
右

方

(高

麗
楽

)

こ
の
よ
う
な
形
態
か
ら
見
る
と
、

日
本

の
雅
楽
は
中
国

か
ら
伝
わ

っ
て
き
た
雅
楽
と
は
ま

っ
た
く
違

い
、
当
時
、

す
な
わ
ち
中
国
唐
時
代

の
宮
廷
宴
楽

の
内
容
だ

っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
唐
楽

の

「陵
王
」
を

観
れ
ば
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

宮内庁の雅楽演奏様式

 

「陵
王
」

は
、
六
世
紀
半
ば
、
中
国
北
斎

に
お
け
る
皇
族

の
名
将
で
あ

っ
た
高
長
恭
が
中
軍
を
率

い
、

芒
山

で
戦

っ
て
北
周

の
軍
を
破

っ
た
蘭
陵
王
の
物
語
で
あ
る
。
特
に
そ

の

「蘭
陵
王
入
陣
曲
」

は
唐
代

に

日
本
に
伝
わ
り
、
雅
楽

の
演
目

「陵

王
」
と
し
て
演

じ
ら
れ
て
き
た
。
そ

の
こ
と
を
考
え

る
と
、
や
は
り

日
本

の
雅
楽
が
中
国
か
ら
伝
わ

っ
て
き
た
雅
楽

で
あ

る
と

い
う
証
拠
は
な

い
と
結
論
づ
け
る

こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
に
は
、
次

の
よ
う
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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ま
ず
、
楽
器
は
編
鐘
、
編
磬
を
中
心
に
す
る
楽
懸
で
は
な

い
し
、
舞
も
槍
舞

で
は
な

い
。
ま
た
登
歌
も

使
わ
れ

て
い
な

い
。
そ
し
て
、
演
目
と
し
て
は
陵
王
、
甘
州
、
胡
飲
酒
、
万
歳
楽
な
ど

の
よ
う
な
唐
宮
廷

宴
会
用

の
も

の
で
あ

る
。

こ
う
し
た
点
を
総
合
し
て
考
え

て
み
る
と
、

日
本

の
雅
楽

は
中
国
の
雅
楽

で
は

な
く
、
唐
宮
廷
で
行
わ
れ
た
宴
楽
だ
と
言
わ
ざ

る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

皿
.
朝
鮮

の
雅
楽

さ

て
、
次

に
朝
鮮

の
雅
楽
を
見
て
み
よ
う
。

朝
鮮
半
島

は
中
国
と
地
理
的
に

つ
な
が

っ
て
い
て
、
両
国
間
の
交
流
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
宮

廷

レ
ベ
ル
の
雅
楽

の
受
容
は
十
二
世
紀
初
頭
に
遡
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
宋
代

の
大
晟
雅

楽
と
と
も
に
多
量

の
登
歌
や
軒
架
楽
器
が
持
ち
込
ま
れ
た
と

い
う

こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
今
日
ま

で
伝
わ

っ
て
き

て
い
る
朝
鮮

の
雅
楽

は
李
朝

(
一
三
九
ニ
ー

一
九

一
〇
)

の
も

の
が

ぼ

く
せ

ん

中
心
で
、
と
く
に
朴
填

(
=
二
七
八
-

一
四
五
八
)
が
制
定
し
た
も

の
に
基
づ

い
て
展
開
さ
れ

て
き
た
雅

楽
で
あ
る
。
な
お
、
朴
填
が
制
定

し
た
内
容
と
特
徴
は
、
主
に
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

1
、
新
羅
時
代

(前
五
七
ー

九
三
五
)

か
ら
伝
わ

っ
て
き
た
古
楽

2
、
高
麗
時
代

(九

一
八
ー

=
二
九
二
)
に
宋
か
ら
伝
来
し
た
宴
楽

11



3
、
朴
填
が
自
ら
唐

の
雅
楽
を
研
究
し
た
成
果

こ
れ
ら
三

つ
の
要
素
に
よ
る
集
大
成
的
な
宮
廷
雅
楽
が
完
成
し
た
が
。
そ

の
形
式
は
堂
上
登
歌
、
堂
下

楽
懸
、
文
武
償
舞
と
な

っ
て
い
て
、
中
国

の
雅
楽
と

一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
様
子
は
、
『
日
本
音

楽
大
事
典
』
に
写
真
が
出
て
い
る
。

現
在
、
韓
国
は
李
朝

の
雅
楽
を
復

元
し
て
上
演
を
続
け
て
い
る
。
韓
国

の
宗
廟
祭
礼

の
雅
楽

の
映
像
を

見
せ
る
。

上:武 舞

下:堂 上楽(弦 楽器 を 中心 に)

上:編 鐘 、編磬 な どを中心 とす る楽懸

下:文 舞

12



W
.
ベ
ト
ナ
ム
の
雅
楽

ベ
ト
ナ
ム
も
ま
た
中

国
と
国
境
を
接

し
て
い
る
た
め
、
古
く
か
ら
中
国
と
交
流
が
あ

っ
た
国
で
あ
る
。

し
か
し
、

ベ
ト
ナ

ム
が
国
家
と
し
て
成
立
し
た

の
は
十
世
紀
ご
ろ

の
こ
と
で
、
国
の
歴
史
を
記
載
す
る

一

番
早
い
文
献
は
十
四
世
紀
ご
ろ
に
書
か
れ
た
。

雅
楽
と
い
う
言
葉
が
ベ
ト
ナ
ム
史
上
初
め
て
記
載
さ
れ
た
の
は
十
五
世
紀

の
初
頭
、

つ
ま
り
、
中
国
の

明
代
に
入

っ
て
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
文
献

『
大
越
史
記
全
書
』
(本
紀

巻

之
八
)
に
お
い

て
漢
蒼
皇
帝
紹
成

二

(
一
四
〇

二
)
年

の
項

に
あ
る
、
「造
雅
楽
、
以
文
官

子
為
経
緯
郎
、
武
官

子
為
整
頓

郎
、
習
文
武
舞
」
と

い
う
記
事
が
初
出
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
「漢
蒼
皇
帝
紹
成

二
年

の
時
に
雅
楽
を
造
り
、
文
官
は
経
緯
郎
に
、
武
官
は
整
頓
郎

に
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
雅
楽

の
文
舞
、
武
舞
を
習
う
」
と

い
う
意
味
だ
が
、
こ
こ
に
登
場
す

る

「雅
楽
」
、
そ
し
て
そ
れ

に
関
連
す

る
「文
武

の
舞
」
と

い
う
語
は
中
国
か
ら
導

入
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

そ
の
記
事
か
ら
三
十
五
年
を
経

て
昭
平
四

(
一
四
三
七
)
年

の
記
述
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
宮
廷
の
雅
楽
と

し
て
中
国
明
代
か
ら

の
制
度
を
導
入
し
た

こ
と
、
ま
た
、
使
用
す
る
楽
器
と
演
奏
形
態
に

つ
い
て
も
同
書

に
書
か
れ
て
い
る
。
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紹
平
四

(
一
四
三
七
)
年

…
鹵
簿
司
同
監
兼
知
典
事
梁
登
進
新
楽
、
倣
明
朝
制
為
之
。
初
登
与
阮
薦

奉
定
雅
楽
、
其
堂
上
之
楽
、
則
有
八
声
、
懸
大
鼓
、
編
磬
、
編
鐘
、
設
琴
、
瑟
、
笙
、
簫
、
管
、
籥
…、

祝
、
歌
、
填
、
箆
之
類
。
堂
下
之
楽
、
則
懸
方
響
、
笙
、
箜
篌
、
琵
琶
、
管
皷
、
管
笛
之
類
。

(『
大
越
史
記
全
書
』
中

本
紀

巻
之
十

一
)

鹵
簿
司

の
梁
登
が
新
楽
を
進
め
、

明
朝

の
音
楽
制
度
を
真
似

て
、
阮
薦
と

一
緒
に
雅
楽
を
奉
定
す

る
。

そ

の
楽
器
の
編
成

は
堂
上
と
堂

下
に
分
け
ら
れ
る
。

堂
上
之
楽

H
大
鼓
、
編
磬
、
編
鐘
、
琴
、
瑟
、
笙
、
簫
、
管
、
籥
…、
祝
、
敢
、
墳
、
旒
之
類

堂
下
之
楽

…
方
響
、
笙
、
箜
篌
、
琵
琶
、
管
皷
、
管
笛
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こ
の
記
事
か
ら
、
ベ
ト
ナ

ム
は
中
国
明
代

の
雅
楽
様
式
を
受
け
入
れ
、
継
承
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ

る
。

し
か
し
、
ベ
ト
ナ
ム

の
雅
楽

は
現
代

に
入
り
、
特
に

一
九
四
五
年

ベ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国

の
成
立
に
と

も
な

っ
て
十
世
紀

か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
宮
廷
が
無
く
な
り
、
そ

こ
に
勤
め
て
い
た
楽
人
た
ち
も
民
間
に

流
出
し
て
し
ま

っ
て
、
儀
式

で
の
演
奏

は
途
絶
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ

の
後
も
、

フ
ラ

ン
ス
の
植
民
地



化
や

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
な
ど
に
見
舞
わ
れ
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
特
に

一
九
八
六
年

に
ド
イ

モ
イ
と
い
う

経
済
刷
新
政
策
が
実
施
さ
れ
た

こ
と
に
よ

っ
て
、
今
日
で
は
伝
統
音
楽
も
観
光
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
。

私
は
、

一
九
九
五
年
と

一
九
九
六
年

の
二
度

に
わ
た
り
、

ユ
ネ

ス

コ
の
関
係

で
ベ
ト
ナ
ム
の
フ
エ

(順

化
)
と

い
う
グ

エ
ン

(阮
)
朝

の
首
都
で
あ

っ
た
町

へ
調
査
に
行
き
、
そ
こ
で
、

か

つ
て
グ

エ
ン
朝
に
勤

め
て
い
た
七
〇
歳
を
超
え
た
七
人
の
長
老

の
楽

人
た
ち
を
対
象
に
、
ベ
ト
ナ
ム
雅
楽

の
調
査
を
行

っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
史
に
お
け
る
音
楽
ジ

ャ
ン
ル
と
し
て
は
、
雅
楽
、
大
楽
、
小
楽
、
女
楽
、
軍
楽
、
細
楽
な
ど

が
あ

る
が
、
そ

の
と
き

の
調
査
で
は
、
長
老
た
ち
は
雅
楽
、
大
楽
と
小
楽

し
か
演
奏

で
き
な
く
な

っ
て
い

る

こ
と
が
分

か

っ
た
。
し
か
も
、
雅
楽

と
小
楽

し
か
演
奏
で
き
な
く
な

っ
て
い
る
状
態
で
、
雅
楽

は
室
内

音
楽
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

大
楽
は
、
文
献

か
ら
見
る
と
野
外
音
楽
と
さ
れ
、
鼓
吹
を
中
心
と
す
る
楽

で
、
今

で
も
太
鼓
と
チ

ャ
ル

メ
ラ
を
用

い
、
と
て
も
大
き
な
音

で
野
外

で
演
奏
す
る
音
楽

で
あ
る
。
私
自
身
が
現
場
で
撮
影
し
た
雅
楽

と
大
楽

の
ビ
デ

オ
を
ご
覧

に
な
れ
ば
、
今

日
の
ベ
ト
ナ
ム
の
雅
楽

(
ニ
ャ
ー

ニ
ャ
ク
)
と
大
楽

(ダ
イ

ニ

ャ
ク
)

の
性
格
が
よ
く
分
か
る
と
思
う
が
、
現
在

の
ベ
ト
ナ
ム
の
雅
楽
は
宮
廷
か
ら
離
れ
て
俗
楽
化

へ
と

進
ん
で
い

っ
て
お
り
、
雅
楽
本
来

の
姿
を
失

い
つ
つ
あ
る
、
と

い
う
深
刻
な
状
況
に
直
面
し
て

い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
ま
た
、

日
本
や
韓
国
の
雅
楽
と

の
大
き
な
違

い
だ
と
も
思
わ
れ
る
。
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ま
と
め

雅
楽
と

い
う
音
楽

の
ジ

ャ
ン
ル
は
、
中
国
周
代
に
発
生
し
、
そ
れ
は
儀
礼
音
楽
と

し
て
宮
廷
を
中
心
に

使
わ
れ
た
。
そ

の
後
、
時
代

の
経
過
に
と
も
な
い
、
唐
代
か
ら

日
本

へ
、
ま
た
宋
代
か
ら
朝
鮮
半
島

へ
、

さ
ら
に
は
明
代
か
ら
ベ
ト
ナ
ム

へ
、
と
伝
え
ら
れ
て
い

っ
た
が
、
東

ア
ジ

ア
の
国

々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で

そ
れ
を
受
け
入
れ
、
変
容
さ
せ
て
い

っ
た
。

韓
国
と
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
当
時

の
中
国
雅
楽

の
形
態
が
し

っ
か
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
日

本

の
場
合

は
、
伝
来
さ
れ
た
時
点

で
す

で
に
変
容
が
行
わ
れ
た
。
史
実
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

日
本
は

ひ

中
国
の
宮
廷
宴
楽

(俗
楽
)
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
に

「雅
楽
」
と

い
う
名
称
を

つ
け
た

の
で
あ
る
。
そ
こ

、

に
は
、
自
文
化
を
生
か
し
た
う
え

で
必
要
に
応

じ
て
外
来
文
化
を
吸
収
す
る
、
と

い
う
日
本
古
来

の
文
化

受
容

の
態
度
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
、
朝
鮮
と
ベ
ト
ナ
ム
の
場
合
は
、
中
国
と
国
境
を
接

し
て
い
る
た
め
に
中
国
文
化
が
直
接
伝
わ
り

や
す

い
と

い
う
事
情
も
あ

り
、
中
国

の
文
化
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と

い
う
現
象
が
歴
史
上
よ
く
見
ら

れ
る
。
し
か
し
雅
楽
は
、
朝
鮮
半
島
と
ベ
ト
ナ
ム

へ
伝
わ

っ
て
か
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
徐

々
に
変
容

を
遂
げ

て
き
た
。
特
に
、

い
ま
は
無
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
ベ
ト
ナ
ム
宮
廷

の
雅
楽
は
、
今

日
で
は
俗
楽
化

H
観
光
商
品
化
し
て

い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。



中
国
か
ら
発
生

し
た
雅
楽
は
東

ア
ジ

ア
の
各
地
に
流
れ
、

入
れ
た
、
と

い
う

の
が
、
今
日

の
私

の
話

の
結
論
で
あ
る
。

そ
の
地
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
そ
れ
を
受
け

φ

一17一



発 表 を 終 え て

十五年ほど前に留学生 として来 日した私は、大阪大学で博士号を取得 した後、

出身校 の上海音楽学院にもどって、教育と研究生活 を始め、以後、今 日まで中国

と東アジアにおける音楽文化 、特に各国間の歴史上の交流、文化受容 についての

研究を続けてきま した。

しか し、その研究対象 についての資料 の多 くは今 も日本 に保存 されていて、

例 えば古代の楽譜や楽器 の実物および 日本側の歴史記録などは大変貴重な史料 と

なっています。今 回、外 国人研究員 として一年 間、研究資料 も設備 も整っている

日文研 で研究生活を送 ることができ、たいへん貴重な機会 だと感謝 しっつ 目々を

大切に過ごしてお ります。

雅楽 とい う音楽のジャンルは私に とって、 この二十年間の研究生活での主要

な研究テーマのひ とつです。今回平安朝の都でもあった京都で市民の皆 さんを前

に、雅楽 とい う歴史の古い音楽ジャンルについて自分 の研究成果 を話す ことがで

き、たいへん うれ しく思ってお ります。今回の講演に熱心に耳を傾け られ、幅広

い多くの質問をされて中国と東アジアの国々の異なる雅楽様式に大きな興味を示

していただいたご来場の皆様には、 とて も感謝 しているとともに、京都市民の文

化活動 に対す る関心の高 さにも感心 させ られています。

日文研フォーラムを窓 口にした、各 国研究者の研究成果を京都市民に紹介す

るとい うよ うな活動はとてもすばらしい と思います。 その発表の機会を与 えてく

だ さった 日文研 、また、 コメンテーター として多 くの助言、そ してご来場 の皆さ

んの質 問をまとめていただいた細川周平先生 には改めてお礼を申し上げます。ま

た今回の発表で多くのご協力 をいただいた 日文研 の研究協力課の皆 さんにも感謝

の意を申し上 げるとともに、今後ともこの ような交流が ・

一 こ一 一 ノ 噌





日文研フォーラムの過去の開催一覧ならびに報告書の全文は、

日文研のホームページでご覧いただけます。

htΦ://www.nichibun.acjp/event/archive/fbrum」html

*******

発 行 日2010年6月21日

編集発行 国際 日本文化研究 セ ンター

京都市西京 区御 陵大枝 山町3-2

ホームページ:http:〃www;.nichibun.ac,jp

*******
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■ 日時

2010年3月9日(火)

午 後2時 ～4時

■ 会場

ハ ー トピア京都
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