
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー

―
―
文
化
は
力
を
持
っ
て
い
る
か

小
倉
　
最
近
、
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
と
い
う
言
葉
が
よ
く
話
題
に
な
り
ま
す
。

冒
頭
か
ら
議
論
を
か
き
ま
わ
す
よ
う
で
恐
縮
だ
け
れ
ど
、
ぼ
く
は
文
化

パ
ワ
ー
論
に
す
こ
し
疑
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
ハ

ー
ド
パ
ワ
ー
が
あ
っ
て
こ
そ
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
な
の
で
あ
っ
て
、
ソ
フ

ト
パ
ワ
ー
が
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
と
は
別
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
存
在
し
て
、

お
お
い
に
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
使
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
は
、
考
え
方
と

し
て
お
か
し
い
。
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
る
国
が
、
ハ
ー
ド
パ
ワ

ー
だ
け
で
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
生
じ
る
の
で
、
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
使
っ

て
自
分
の
主
張
を
通
す
ほ
う
が
い
い
、
と
い
う
考
え
方
か
ら
本
来
は
出

て
き
て
い
る
話
で
す
。
歴
史
的
に
い
う
と
、
中
国
文
明
や
ロ
ー
マ
文
明

な
ど
は
、
広
い
意
味
で
の
文
化
が
パ
ワ
ー
の
根
底
を
成
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
現
実
の
文
化
政
策
・
文
化
交
流
政

策
を
考
え
る
上
で
、
国
家
が
文
化
を
パ
ワ
ー
と
し
て
規
定
す
る
の
は
、

ナ
チ
の
「
文
化
政
策
」
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
注
意
を
要
す
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。

青
木
　
現
在
、
文
化
と
パ
ワ
ー
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
東

西
冷
戦
が
終
わ
っ
た
後
に
地
域
紛
争
、
民
族
紛
争
、
宗
教
紛
争
が
世
界

各
地
で
噴
出
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
紛
争
を
指
し
て
「
文
明
の

衝
突
論
」
と
か
「
文
化
の
衝
突
論
」
と
い
っ
て
、
文
化
が
国
際
政
治
・

国
際
関
係
に
お
い
て
紛
争
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
要
因
に
な
っ
た
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
自
由
主
義
陣
営
と
社
会
主
義
陣
営
の
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
傘
の
下
で
は
、
文
化
の
対
立
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た

け
れ
ど
、
そ
の
枠
組
み
が
外
れ
て
出
て
き
た
の
が
、
文
化
が
違
う
、
民
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族
が
違
う
、
宗
教
が
違
う
、
あ
る
い
は
地
域
が
違
う
と
い
っ
た
こ
と
か

ら
生
ず
る
問
題
で
し
た
。
そ
こ
で
の
文
化
と
い
う
の
は
、
紛
争
を
起
こ

す
よ
う
な
パ
ワ
ー
な
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
と
か

パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
と
か
、
宗
教
や
民
族
や
言
語
が
違
う
と
い
う
背
景
を

持
つ
民
族
が
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
武
力
衝
突
や
自
爆
テ
ロ
を
起
こ

し
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
面
は
、
国
際
政
治
・
国
際
関
係
を
考
え
る
場
合
に
、
一

国
の
持
っ
て
い
る
文
化
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
パ
ワ
ー
と
し
て
と
ら
え
る

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
今
日
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

時
代
で
は
国
も
イ
メ
ー
ジ
が
大
切
で
あ
り
、
い
か
に
文
化
的
な
魅
力
を

外
に
対
し
て
示
す
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
や
は
り
魅
力
的
な
文
化

を
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
い
い
国
に
は
、
み
ん
な
一
目
置
く
わ
け
で
す
よ
。

イ
ラ
ク
問
題
を
め
ぐ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
が
険
悪
に
な
っ
た
と

き
、
な
ん
と
な
く
世
界
が
フ
ラ
ン
ス
を
認
め
て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り

フ
ラ
ン
ス
は
文
化
国
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
非
常
に
強
い
か
ら
で
す
、

そ
の
実
態
は
別
と
し
て
も
。
で
も
フ
ラ
ン
ス
も
、
そ
の
面
で
は
た
い
へ

ん
な
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
文
化
は
イ
メ
ー
ジ
づ
く

り
に
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
国
力
に
も
な
り
国
益
に

も
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
論
は
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と

広
い
政
治
的
意
味
を
持
つ
考
え
方
で
す
が
。

江
戸
　
も
し
文
化
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
が
な
か
っ
た
場
合
、
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー

が
ど
う
い
う
役
に
立
つ
の
か
と
い
う
の
が
、
私
の
率
直
な
疑
問
で
す
。

世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
風
土
や
歴
史
に

根
ざ
し
た
文
化
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
文
化
的
多
様
性
が
人
間
の
力
に

な
る
と
思
う
の
で
、
文
化
の
差
異
を
認
め
な
が
ら
互
い
を
生
か
し
あ
っ

て
い
く
方
向
に
世
界
を
も
っ
て
い
け
な
い
も
の
か
と
思
う
の
で
す
。

小
倉
　
あ
る
国
の
持
っ
て
い
る
文
化
な
り
伝
統
な
り
が
、
そ
の
国
の
イ
メ

ー
ジ
と
か
影
響
力
に
役
立
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
確
か

に
文
化
は
力
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
国
家
権
力
が
使
う
手

段
の
な
か
に
文
化
を
取
り
込
む
、
あ
る
い
は
国
家
と
結
び
つ
い
た
意
味

で
の
パ
ワ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
よ
く
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。

日
本
が
世
界
に
影
響
力
を
増
し
て
い
く
際
に
は
、
文
化
は
非
常
に
大
き

な
位
置
を
占
め
る
と
思
う
の
で
、
な
お
さ
ら
で
す
。

青
木
　
ア
メ
リ
カ
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
論
と
い
う
の
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ

な
ど
の
国
際
政
治
学
者
が
言
っ
て
い
る
対
外
政
策
論
で
す
が
、
ア
メ
リ

カ
の
強
大
な
軍
事
力
と
経
済
力
、
そ
れ
か
ら
人
口
な
ど
も
含
め
た
国
力

を
背
景
に
し
て
言
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
同
時
に
、
ハ
リ
ウ
ッ

ド
に
代
表
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
産
業
と
か
生
活
様
式
、

芸
術
や
学
問
、
政
治
家
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
も
含
め
た
、
総
体
と

し
て
の
力
が
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
と
と
ら
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
前
面
に
出
し
て
世
界
に
も
の
を
言
う
か
、
あ
る
い
は

ネ
オ
コ
ン
的
な
軍
事
力
、
力
の
勝
負
で
い
く
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
出

て
き
て
い
る
政
治
論
な
ん
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
従
う
こ
と
は

な
い
の
で
す
が
、
現
在
の
世
界
の
状
況
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
ど
う
し

て
も
武
力
に
頼
る
傾
向
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
な
か

で
見
る
と
、
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
だ
け
で
考
え
る
よ
り
は
、
や
は
り
ソ
フ
ト

パ
ワ
ー
を
も
っ
と
重
視
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
の
で
す
。

私
は
む
し
ろ
、
日
本
は
そ
う
い
う
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
論
を
歓
迎
し
て
、

文
化
の
力
を
前
面
に
出
し
て
い
く
ほ
う
が
い
い
と
思
う
。
た
だ
、
小
倉

さ
ん
が
指
摘
さ
れ
た
文
化
と
国
家
の
関
係
と
い
う
の
は
、
確
か
に
微
妙

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
国
家
が
文
化
に
対
し
て
何
が
で
き
る
か
と
い
う

き
ち
ん
と
し
た
議
論
は
、
意
外
に
さ
れ
て
い
な
い
。

江
戸
　
軍
事
力
と
経
済
力
を
使
っ
て
価
値
観
の
違
う
国
を
一
方
的
に
制
圧

す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
な
ぜ
起
こ
る
の
か
。
人
間
の
未
来
を
考
え
た
場



合
、
ま
ず
こ
う
し
た
こ
と
に
軍
事
力
を
使
え
な
い
よ
う
な
状
況
へ
も
っ

て
い
く
の
が
本
来
の
姿
で
す
。
他
方
、
人
類
が
よ
り
豊
か
な
生
活
を
求

め
て
き
た
結
果
、
地
球
全
体
が
荒
廃
し
つ
つ
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
も
考

え
な
が
ら
行
動
し
て
い
か
な
い
と
、
地
球
の
未
来
は
暗
い
。
で
も
、
そ

れ
が
で
き
る
の
も
人
間
の
力
、
文
化
の
力
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
。

日
本
の
魅
力

―
―
文
化
は
国
家
を
超
え
る

―
―
日
本
で
も
、
例
え
ば
西
洋
音
楽
に
お
い
て
は
世
界
的

な
逸
材
を
輩
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
日
本

の
経
済
力
や
政
治
力
も
あ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
こ
と
な

の
か
、
も
と
も
と
日
本
人
に
そ
う
い
う
文
化
的
パ
ワ

ー
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
日
本
な
ら
で

は
の
特
殊
事
情
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
　
日
本
な
ら
で
は
の
特
殊
事
情
は
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
音
楽
の
世
界
で
い
う
と
、
日
本
に
は
絶
え
ず
外

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
柔
軟
な
土
壌
が
あ
っ
た
。

先
ほ
ど
国
家
権
力
と
結
び
つ
く
こ
と
の
危
う
さ
に
つ
い
て
話
が
あ
り
ま

し
た
が
、
昔
は
、
例
え
ば
７
０
１
年
の
大
宝
律
令
に
よ
っ
て
、
な
ん
と

唐
や
朝
鮮
半
島
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
や
イ
ン
ド
か
ら
も
音

楽
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
生
業

な
り
わ
い

と
す
る
人
た
ち
を
養
成
す
る
仕
組
み
を

御お

上か
み

が
つ
く
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
後
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
布
教
と

と
も
に
賛
美
歌
や
西
洋
の
楽
器
、
オ
ル
ガ
ン
と
か
ヴ
ィ
オ
ラ
な
ど
が
入

っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
を
習
っ
た
少
年
た
ち
が
ロ
ー
マ
法
王
や
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
王
侯
貴
族
の
前
で
演
奏
し
て
驚
嘆
さ
せ
て
い
る
。
日
本
人
の
文

化
の
力
は
昔
か
ら
す
ご
く
高
か
っ
た
と
言
え
ま
す
ね
。

そ
の
後
、
同
じ
こ
と
が
明
治
時
代
に
も
起
こ
り
ま
す
。
音
楽
取
調
掛

（
旧
東
京
音
楽
学
校
の
前
身
）
と
称
し
て
政
府
が
西
洋
音
楽
を
取
り
入
れ

て
、
そ
の
時
点
で
邦
楽
は
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
日
本

人
は
、
自
国
の
も
の
よ
り
外
か
ら
来
た
も
の
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と

思
い
が
ち
で
、
外
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
を
模
倣
し
た
り
咀そ

嚼し
ゃ
く

し
て
再

創
造
し
て
い
る
。
そ
れ
が
日
本
の
特
殊
事
情
だ
と
言
え
ま
す
。
音
楽
以

外
の
面
で
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

青
木
　
そ
の
点
で
言
え
ば
、
近
代
日
本
に
お
い
て
非
常
に
不
幸
だ
っ
た
の

は
、
明
治
以
後
の
近
代
日
本
が
、
そ
れ
以
前
に
培
わ
れ
た
文
化
の
伝
統

を
西
洋
に
な
ら
え
と
い
う
の
で
否
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
も
し
、

こ
れ
が
近
代
化
と
並
列
し
て
進
ん
で
い
れ
ば
、
西
洋
の
音
楽
と
日
本
の

古
来
か
ら
の
音
楽
が
独
自
に
融
合
し
た
面
白
い
も
の
が
で
き
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
え
て
、
残
念
で
す
ね
。
西
洋
音
楽
に
関
し
て
い
え
ば
、
い

ま
や
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
韓
国
や
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
出
身
の
音
楽
家

が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
ま
し
た
ね
。

小
倉
　
音
楽
は
い
ま
、
国
際
文
化
財
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
で
も
ロ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
で
も
、
世
界
の
若
者
が
み

ん
な
や
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ほ
か
の
国
の
伝
統
的
・
民
族
的
な
音

楽
で
す
ら
、
多
く
の
人
々
が
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
わ

け
で
す
。

江
戸
　
音
楽
と
い
う
の
は
だ
れ
で
も
感
じ
と
れ
る
わ
け
で
、
言
語
の
違
い

と
い
う
障
壁
が
な
く
、
異
文
化
同
士
で
も
五
感
を
通
し
て
感
じ
あ
い
理

解
し
あ
え
ま
す
。
た
だ
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
民
族

音
楽
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
薄
ま
っ
て
し
ま
う
と
か
、
経
済
至
上
主
義

で
商
業
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
地
域
に
根
づ
い
た
文
化

の
魂
を
抜
い
て
し
ま
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
た
ち
が
世
界
中

の
人
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
消
化
し
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
と
て
も
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
す
。

遠近　1

アジアからも才能豊かな音楽家たちが世界へ
飛び出している。写真は映画「北京ヴァイオ
リン」（チェン・カイコー監督）のポスター。
この映画は、一流のヴァイオリニストを目指
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を表わしており、同時に西欧のクラシック音
楽と中国の伝統的な音楽との融合も味わえる
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青
木
　
音
楽
は
聴
け
ば
わ
か
る
面
が
大
き
い
か
ら
、
情
報
化
時
代
で
は
い

ち
ば
ん
世
界
へ
広
が
り
や
す
い
し
、
そ
の
た
め
民
族
や
分
野
の
境
界
も

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

も
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
て
成
長
し
て
き
た

わ
け
で
す
か
ら
。

小
倉
　
境
界
が
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
話
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
く
と
思
う
ん
で
す
。
例
え
ば
イ
チ
ロ
ー
や
小
澤
征
爾
が
国
際

的
に
活
躍
し
て
い
る
け
れ
ど
、
な
に
も
日
本
国
家
が
大
騒
ぎ
し
な
く
て

も
い
い
。
日
本
人
が
一
人
ひ
と
り
で
国
際
的
に
活
躍
し
て
い
れ
ば
、
そ

れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
あ
ま
り
文
化
を
国
の
パ
ワ
ー
と
い

う
ふ
う
に
み
る
と
、
じ
ゃ
あ
イ
チ
ロ
ー
を
利
用
す
る
の
か
と
い
っ
た
変

な
話
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
日
本
人
が
国
際
社

会
で
、
文
化
的
な
面
で
お
お
い
に
活
躍
で
き
る
環
境
を
つ

く
る
の
に
、
国
な
り
経
済
界
な
り
、
み
ん
な
が
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
く
ほ
う
が
い
い
ん
で
す
ね
。

青
木
　
国
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
文
化
に
関
与
す
る
べ
き
か
と

い
う
話
で
言
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は
植
民
地
出
身
の
文
学
者

を
ロ
ン
ド
ン
に
迎
え
て
英
語
で
作
品
を
発
表
さ
せ
、
そ
れ

も
イ
ギ
リ
ス
文
学
だ
と
し
た
。
ナ
イ
ポ
ー
ル
と
か
ラ
シ
ュ

デ
ィ
な
ど
の
カ
リ
ブ
系
と
か
イ
ン
ド
系
、
あ
る
い
は
日
本
出
身
の
カ
ズ

オ
・
イ
シ
グ
ロ
と
か
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
現
代
英
文
学
に
大
き
く
寄

与
し
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、
文
化
を
開
花
さ
せ
る
場
所
を
国
や
都
市
が

用
意
し
た
わ
け
で
す
、
ウ
ィ
ー
ン
や
パ
リ
な
ど
で
も
芸
術
家
に
は
自
由

を
与
え
た
面
が
あ
る
。
国
の
力
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
重
要
な
ん
で

す
。
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
の
「
民
族
融
和
政
策
」
の
も
と
、
マ

ー
ラ
ー
な
ど
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
が
活
躍
し
た
ウ
イ
ー
ン
芸
術
文
化
も
そ
う

で
す
。

多
文
化
共
存

―
―
こ
れ
か
ら
日
本
が
や
る
べ
き
こ
と

小
倉
　
い
ま
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
話
で
い
う
と
、
ロ
ン
ド
ン
で
東
洋
人
が

英
語
で
書
い
た
小
説
も
イ
ギ
リ
ス
文
化
だ
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。

一
方
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
人
た
ち
が
日
本
へ
来
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
し
た
と
き
、
そ
れ
を
日
本
文
化
の
一
つ
と
し
て
、
い
ま
の
日
本
が
受

容
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
日
本
人
は
藤
田
嗣
治
を
当
然
、
日
本
の
画
家

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
ツ
グ
ジ
は
フ
ラ
ン
ス
の
画

家
だ
」
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
に
差
が
あ
る
。

青
木
　
経
団
連
が
ひ
と
こ
ろ
、「
多
文
化
共
生
庁
」
と
い
う
の
を
つ
く
れ

と
声
を
あ
げ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
外
国
人
の
技
術
者
・
労

働
者
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
、
や
っ
ぱ
り
多
文
化
を
共
存

さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
監
督
す
る
省
庁

を
つ
く
れ
と
。
仕
事
を
す
る
外
国
人
を
い
か
に
日
本
の
な

か
で
共
存
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
労
働
力
不
足
に
な

る
と
困
る
財
界
の
ほ
う
が
ま
ず
考
え
た
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
重
要
な
問
題
で
し
ょ
う
。

小
倉
　
い
ろ
い
ろ
な
人
が
集
ま
っ
て
く
る
魅
力
と
い
う
の
は

何
か
と
い
う
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
パ
リ
の
よ
う
に
多
様
性
が
あ
っ
て

国
際
的
な
競
争
が
あ
る
こ
と
。
そ
こ
で
は
お
互
い
が
刺
激
し
あ
う
し
、

そ
れ
で
儲
け
る
人
も
い
れ
ば
、
名
を
あ
げ
る
人
も
い
る
。
そ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
そ
れ
は
な
に
も
日
本
の
魅
力
の
有
無
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
う

い
う
場
を
提
供
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
勝
負
だ
、
と
い
う
考
え
方
も

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

青
木
　
都
市
で
す
ね
。
都
市
が
そ
う
い
う
機
能
を
持
て
る
か
ど
う
か
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
基
本
的
に
は
都
市
の
行
政
、
国
の
考
え
方
が

あおき たもつ●政策研究大学院大学教授、人間科学
博士／1938年東京都生まれ。東京大学大学院修了。
大阪大学で博士号取得。立教大学助教授、大阪大学
助教授・教授、東京大学教授を経て99年から現職。
この間、仏国立パリ社会科学高等研究院客員教授な
どを務める。現在、学際的研究教育集団「東京コン
ソーシアム」を主宰。85年サントリー学芸賞、90年
吉野作造賞を受賞、2000年紫綬褒章受章。著書に
『儀礼の象徴性』『異文化理解』『多文化世界』など



か
か
わ
っ
て
き
ま
す
。

江
戸
　
残
念
な
が
ら
日
本
は
ま
だ
、
国
際
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
、

経
済
的
な
面
で
の
魅
力
は
あ
っ
て
も
、
芸
術
的
な
競
争
の
場
に
は
な
っ

て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
求
め
な
い
人
た
ち

の
な
か
に
は
、
日
本
に
魅
力
を
感
じ
る
人
が
け
っ
こ
う
い
ま
す
。
い
ま

の
若
い
世
代
の
外
国
人
は
自
分
の
足
で
日
本
中
を
歩
く
ん
で
す
ね
、

バ
ス
に
乗
っ
た
り
な
ん
か
し
て
。
そ
れ
で
地
方
都
市
な
ど
に
自
分

の
気
に
入
っ
た
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
、
住
み
つ
い
て
し
ま
っ

た
り
す
る
。

小
倉
　
そ
う
な
る
と
、
非
常
に
日
本
的
な
も
の
、
日
本
固
有
の
文

化
を
残
し
て
お
く
と
い
う
の
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

江
戸
　
私
は
つ
ね
に
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
ら
、
日
本
は
日
本
で
な
く
な
り
ま
す
。
ま
だ
そ
れ
が
地
方
に
多
少
残

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
救
い
で
す
よ
。

青
木
　
日
本
に
住
み
た
い
外
国
人
は
昔
か
ら
い
て
、
京
都
や
東
京
の
谷
中

あ
た
り
に
住
ん
だ
り
、
そ
れ
で
町
お
こ
し
な
ん
か
一
緒
に
や
っ
て
い
る

人
も
い
ま
す
し
ね
。
そ
う
い
う
人
が
た
く
さ
ん
来
る
こ
と
自
体
は
意
味

が
あ
る
の
で
す
が
、
問
題
は
、
仕
事
で
名
を
成
し
た
い
と
い
う
人
が
ど

れ
だ
け
日
本
に
来
る
か
で
す
。
利
根
川
進
さ
ん
の
い
る
Ｍ
Ｉ
Ｔ
（
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
）
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を

と
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
名
を
あ
げ
る
外
国
人
は
い
っ
ぱ
い
い
る
わ
け
で
す
。

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
先
生
の
半
分
以
上
は
、
ア

メ
リ
カ
生
ま
れ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
日
本
の
大
学
に
は
そ
う

し
た
人
材
育
成
の
場
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
環

境
づ
く
り
が
学
問
の
世
界
で
も
文
化
界
で
も
必
要
だ
し
、
そ
れ
を
積
極

的
に
援
助
す
る
の
も
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
仕
事
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〈上〉第20回〈東京の夏〉音楽祭2004での「カッワーリー」による演
奏・歌唱。カッワーリーとは、イスラム神秘主義（スーフィズム）の宗
教儀礼の場で歌われる音楽で、もとはインド文化とトルコ・イラン系の
伝統文化が融合したもの。この舞台ではイスラム聖者の命日を祝う「ウ
ルス」の儀礼が再現された 資料提供 アリオン音楽財団　©竹原伸治

〈右上〉イギリスの人気作家カズオ・イシグロの小説『The Remains of
the Day』（日の名残り）はブッカー賞を受賞、映画や教材にもなってい
る。イシグロは長崎県生まれ。５歳の時に渡英し、現在はイギリス国籍
〈右下〉リービ英雄はアメリカ生まれで日本で活躍している作家。1967
年に日本へ移住し、日本語で執筆する。92年『星条旗の聞こえない部
屋』で野間文芸新人賞を受賞。写真は『我的中国』（岩波書店、2004年）
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「
東
京
の
夏
」
音
楽
祭

―
―
財
団
・
公
益
法
人
の
あ
り
方

―
―
財
団
経
営
や
公
益
法
人
の
問
題
、
ま
た
文
化
行
政
な
ど
を
考
え
る

際
に
、「
東
京
の
夏
」
音
楽
祭
は
参
考
に
な
り
ま
す
ね
。

江
戸
　
私
が
20
年
前
に
こ
の
音
楽
祭
を
始
め
た
の
は
、
日
本
の
音
楽
家
は

育
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
音
楽
家
を
支
え
る
聴
衆
や
、
聴
衆
と
音
楽
家

を
つ
な
ぐ
間
に
い
る
音
楽
業
界
の
土
壌
が
、
ま
だ
同
レ
ベ
ル
に
は
な
い

と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
そ
う
し
た
人
た
ち
も
、
同
レ

ベ
ル
か
そ
れ
以
上
に
音
楽
が
わ
か
る
。
し
か
し
日
本
で
は
、

ま
だ
全
然
だ
め
で
し
た
。
私
た
ち
は
、
少
し
で
も
受
容
側
の

土
壌
を
耕
し
て
い
く
た
め
に
何
か
を
や
り
た
い
と
い
う
こ
と

で
、「
ア
リ
オ
ン
音
楽
財
団
」
を
設
立
し
ま
し
た
。

こ
の
財
団
を
始
め
た
こ
ろ
は
私
な
り
に
、
日
本
の
伝
統
的

な
音
楽
や
他
国
の
音
楽
を
一
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
同
居
さ

せ
て
、
日
本
な
ら
で
は
の
音
楽
祭
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
た

わ
け
で
す
。
し
か
し
、
10
年
た
っ
た
ら
時
代
が
変
わ
っ
た
。

そ
れ
以
降
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

を
、
音
楽
祭
に
参
加
す
る
人
た
ち
が
気
づ
い
て
く
れ
る
よ
う
な
テ
ー
マ

を
選
び
た
い
と
思
い
、
「
共
創
」
―
―
共
に
創
る
と
い
う
考
え
を
基
調

に
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
ロ
シ
ア
の
サ
ハ
共
和
国
の
シ
ャ
ー
マ
ン
や

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
地
方
の
村
の
音
楽
治
癒
儀
礼
と
か
、
世
界
の
い
ろ
い

ろ
な
民
族
音
楽
を
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
異
文
化
を
知
る
こ
と

の
重
要
さ
に
気
づ
い
た
か
ら
で
す
。

小
倉
　
聴
衆
を
育
て
る
重
要
性
と
江
戸
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、

ま
さ
に
そ
れ
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
う
や
っ

て
育
て
る
か
と
い
う
と
き
に
、
例
え
ば
能
で
は
、
観
客
の
半
分
近
く
は

自
分
も
能
を
や
っ
て
い
る
人
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
ア
ー
ト
を
自

分
で
も
た
し
な
む
人
の
数
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
も
大
事
で
す
ね
。

青
木
　
聴
衆
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
来
る
人
に
10

代
20
代
か
ら
高
齢
者
ま
で
含
ま
れ
て
こ
な
い
と
、
本
当
の
意
味
で
の
公

益
事
業
た
る
音
楽
と
い
う
も
の
は
育
た
な
い
と
思
い
ま
す
。
よ
く
「
市

民
」
と
い
う
言
葉
は
日
本
に
は
根
づ
か
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
市
民
社
会
（C

iv
il
S
ociety

）
だ
と
い
わ
れ
る
の
は
、
一
つ

は
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
に
一
般
の
人
々
が
足
を
運
ん
で
、
ア
ー
ト
と
芸
術

家
を
日
常
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

江
戸
　
日
本
の
場
合
は
、
お
金
を
出
す
に
も
税
制
上
の
優

遇
措
置
が
な
く
、
個
人
的
に
は
ま
ず
出
し
ま
せ
ん
。
個

人
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
人
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
形

に
な
っ
て
残
る
も
の
、
絵
や
彫
刻
な
ど
を
対
象
に
す
る

こ
と
が
多
い
の
で
す
。
音
楽
へ
の
個
人
的
サ
ポ
ー
ト
は

な
か
な
か
難
し
い
で
す
が
、
近
年
は
企
業
に
多
少
、
メ

セ
ナ
意
識
が
芽
生
え
て
き
て
、
文
化
助
成
の
財
団
が
で

き
て
い
ま
す
。

青
木
　
た
だ
、
企
業
の
場
合
は
不
景
気
に
な
る
と
、
い
っ
ぺ
ん
に
退
い
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
。
景
気
に
左
右
さ
れ
な
い
よ
う
な
組
織
を
つ
く
る
に

は
、
国
や
自
治
体
が
サ
ポ
ー
ト
し
、
同
時
に
市
民
と
い
う
か
一
般
の

人
々
も
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

小
倉
　
ぼ
く
が
危
機
感
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
的
な
も
の

に
対
す
る
支
援
が
非
常
に
細
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
い
ま
は
企
業

が
直
接
お
こ
な
う
社
会
貢
献
活
動
、
例
え
ば
サ
ッ
カ
ー
大
会
の
協
賛
な

ど
、
そ
う
い
っ
た
社
会
に
直
接
認
知
さ
れ
る
貢
献
活
動
が
増
え
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
企
業
は
、
自
分
た
ち
が
つ
く
っ
た
財
団
に
は
お
金
を
出

さ
な
い
。
そ
う
い
う
奇
妙
な
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
。
政
府
も
、
芸
術

えど きょうこ●アリオン音楽財団理事長、ピア
ニスト、〈東京の夏〉音楽祭芸術監督／1960年
パリ国立音楽院卒業後、国内外で演奏活動。85
年から毎年〈東京の夏〉音楽祭を企画・構成。
同年アリオン音楽財団を設立。86年のチャイコ
フスキーコンクールをはじめ、各国の国際ピア
ノコンクールの審査員を務める。98年フランス
政府から「芸術文化勲章オフィシェ」を受ける。
96年ザ・フェニックスホール（大阪）音楽監督、
99年岩手・久慈市アーバンホール館長に就任



文
化
振
興
基
金
と
か
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
に
は
あ
ま
り
お

金
を
出
さ
な
い
。
し
か
し
「
文
化
は
大
事
だ
」
な
ど
と
い
っ
て
、
文
化

予
算
は
多
少
な
り
と
も
増
や
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
財
団
な
り
第
三

セ
ク
タ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
付
加
価
値
は
何

な
の
か
。

青
木
　
第
三
セ
ク
タ
ー
と
し
て
の
財
団
の
芸
術
支
援
や
文
化
支
援
は
、
じ

つ
は
一
番
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」

と
い
っ
た
と
き
に
一
番
や
り
玉
に
あ
が
っ
た
の
は
「
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」。

フ
ォ
ー
ド
的
な
大
量
生
産
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
・
シ
ス
テ

ム
は
近
代
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
は
そ
う

い
う
の
を
も
う
終
わ
り
に
し
た
い
と
い
う
の
が
、
最
初
の

宣
言
の
一
つ
で
す
。
フ
ォ
ー
ド
的
生
産
シ
ス
テ
ム
に
対
し

て
は
反
発
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
も
、
フ
ォ
ー
ド
財
団
が
や

っ
て
い
る
こ
と
は
文
化
支
援
・
学
術
支
援
だ
か
ら
絶
対
に

必
要
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
財
団
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
フ
ォ
ー
ド
が
ど
れ
だ
け
救
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
。

例
え
ば
中
国
で
も
、
フ
ォ
ー
ド
財
団
は
大
活
躍
し
て
い
る
。
こ
の
あ
い

だ
北
京
で
開
か
れ
た
世
界
社
会
学
会
の
ス
ポ
ン
サ
ー
の
一
つ
に
、
フ
ォ

ー
ド
財
団
が
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
文
化
支
援
を
み
る
と
、
み

ん
な
フ
ォ
ー
ド
も
ア
メ
リ
カ
も
す
ご
い
な
と
思
う
わ
け
で
す
。

ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
育
成

―
―
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
期
待

―
―
文
化
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
　
ま
ず
支
援
対
象
の
選
び
方
、
そ
し
て
そ
の
後
の
評
価
が
重
要
だ
と

思
う
の
で
す
。
例
え
ば
、
選
ば
れ
た
対
象
が
10
年
後
に
ど
の
よ
う
な
成

果
を
あ
げ
て
い
る
か
。
評
価
も
、
た
ん
に
動
員
数
や
観
客
の
反
応
、
新

聞
評
の
み
に
頼
ら
ず
、
真
の
芸
術
的
評
価
が
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

音
楽
家
と
同
等
か
そ
れ
以
上
に
芸
術
を
理
解
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
も
考

え
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
人
材
が
、
官
民
と
も

に
ま
だ
育
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

青
木
　
地
方
自
治
体
で
も
い
ろ
い
ろ
な
公
共
施
設
を
造
っ
て
い
ま
す
が
、

管
理
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
専
門
家
が
い
な
い
の
で
、
柿

こ
け
ら

落お

と
し
の
後
は

閑
古
鳥
が
鳴
く
と
い
う
状
態
で
す
。
聞
い
て
み
る
と
、
文
化
を
担
当
し

て
い
る
の
が
芸
術
に
暗
い
お
役
人
だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
地
方
に

は
、
い
ろ
い
ろ
な
芸
術
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
め
る
、
ま
た
専

門
家
を
呼
ん
で
く
る
こ
と
が
で
き
る
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
ャ
ー

が
必
要
で
す
。

江
戸
　
日
本
は
ア
マ
チ
ュ
ア
と
専
門
家
の
違
い
を
あ
ま
り
認

識
し
て
い
な
い
。
ア
マ
チ
ュ
ア
で
も
で
き
る
仕
事
だ
と
思

っ
て
し
ま
う
。

小
倉
　
そ
れ
は
、
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
や
外
務

省
の
在
外
の
大
使
館
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
で
す
。

ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
も
海
外
に
文
化
会
館
や
日
本
文
化
セ

ン
タ
ー
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
い
な
い
。

だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
カ
ル
チ
ャ
ー
大
使
と
か
文
化
マ
ネ
ジ
ャ
ー
も
派

遣
す
べ
き
だ
、
と
ぼ
く
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

青
木
　
国
際
文
化
交
流
で
も
、
そ
れ
を
仲
介
す
る
有
能
な
人
材
が
ぜ
ひ
必

要
で
す
ね
。

小
倉
　
だ
か
ら
私
ど
も
の
な
か
で
も
、
そ
う
い
う
専
門
家
を
育
成
し
て
い

く
べ
き
だ
と
い
う
議
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。
展
示
の
専
門
家
、
音
楽
祭

を
企
画
・
運
営
で
き
る
専
門
家
、
そ
う
い
う
人
材
を
内
部
で
育
て
て
い

く
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
　
そ
う
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
が
い
て
く
だ
さ
る
と
、
話
が
即
決

遠近　1
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す
る
ん
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
は
そ
う
で
す
よ
。
例
え
ば
ベ
ル
リ

ン
市
の
役
人
で
も
、
私
た
ち
が
何
を
や
っ
て
い
る
か
、
即
理
解
で
き
る

専
門
家
が
い
る
ん
で
す
。

青
木
　
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の
活
動
の
な
か
に
、
そ
う
し
た

面
で
の
人
材
育
成
を
担
当
す
る
部
門
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
で

育
て
た
人
材
が
地
方
の
文
化
局
の
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
こ
と

に
な
れ
ば
、
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
　
そ
れ
か
ら
、
外
国
か
ら
招
い
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
、
舞
台
外
で

の
市
民
同
士
の
ふ
れ
あ
い
は
、
か
れ
ら
の
日
常
に
根
ざ
し
た
生
の
声
を

聞
く
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
な
る
相
互
理
解
が
深
ま
り
ま
す
。
こ
の
あ
た

り
も
視
野
に
入
れ
た
支
援
も
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。a

ジャパンファウンデーションは今年10月、イラクからア
ル・ムルワッス劇団を招へいする。同劇団はバグダッドの
現代演劇団で、日本での演目は民族舞踊と音楽がベースの
「イラクから、船乗りたちのメッセージ」


