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史

磯
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民
族
音
楽
の
研
究
者
江
波
戸
昭
は
地
中
海
世
界
を
ア
ジ
ア

・
ア
フ
リ
カ

・
ョ

ー
ロ
ツ
パ
に
分
け
る
こ
と
に
つ
い
て

「地
中
海
世
界
の
歴
史
の
な
か
か
ら
、
ギ

リ
シ
ア

・
ロ
ー
マ
だ
け
を
取
り
出
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

『横
流
し
』
」
し
た
結

果
で
あ
り
、
き
わ
め
て
不
自
然
な
枠
組
み
だ
と
批
判
し
て
い
ま
す
。
こ
の
批
判

は
古
代
の
み
な
ら
ず
現
代
史
に
お
い
て
も
当
を
得
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
音
楽
を
指
標
と
し
、
三
人
の
音
楽
家
の
人
生
を
通
し
て
東
地

中
海
地
域
の
現
在
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

一
、
サ
ズ
と
プ
ズ
ー
キ

東
地
中
海
の
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
楽
器
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

名
は
サ
ズ
。
日
本
の
琵
琶
と
同
形
の
胴
に
と
て
も
長
い
悼
を
持

つ
五
弦
の
楽
器

で
、
足
を
交
差
さ
せ
て
す
わ
り
、
膝
の
間
で
胴
を
さ
さ
え
て
指
で
弦
を
は
じ
き

ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
ギ
リ
シ
ア
だ
け
は
サ
ズ
を
使
い
ま
せ
ん
。
ギ
リ
シ
ア
で
は

図
の
左
上
の
ブ
ズ
ー
キ
を
使
い
ま
す
。
サ
ズ
に
比
べ
胴
が
異
様
に
小
さ
く
四
弦

で
す
。
表
現
力
は
サ
ズ
よ
り
か
な
り
劣
り
ま
す
。
ブ
ズ
ー
キ
は

一
八
世
紀
後
半

に
ギ
リ
シ
ア
人
の
反
オ
ス
マ
ン
闘
争
の
中
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
人

は
バ
ル
カ
ン
の
山
岳
部
に
く
ら
す
自
由
牧
民
や
山
賊
に
仮
託
し
た
抵
抗
歌

（ク

レ
フ
イ
テ
カ
）
を
歌
い
広
め
ま
す
。
官
憲
に
見
と
が
め
ら
れ
た
時
楽
器
を
道
具

箱
な
ど
に
か
く
せ
れ
ば
誰
が
歌
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
は
ず
。

そ
こ
で
、
歌
手
は
サ
ズ
を
小
型
化
す
る
工
夫
を
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
ブ
ズ
ー

キ
が
誕
生
し
ま
す
。
初
期
の
ブ
ズ
ー
キ
は
樟
も
短
く
三
弦
で
し
た
。
ギ
リ
シ
ア

の
独
立
後
支
配
層
は
急
速
に
西
欧
に
傾
斜
し
、
伝
統
歌
謡
を

「
野
卑
な
百
姓
の

歌
」
と
排
斥
し
ま
す
。
オ
ス
マ
ン
起
源
の
ブ
ズ
ー
キ
も
忘
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、

ア
ナ
ト
リ
ア
に
残

っ
た
人
々
は
ブ
ズ
ー
キ
を
ひ
き
続
け
て
い
ま
し
た
。

ブ
ズ
ー
キ
が
ギ
リ
シ
ア
に
よ
み
が
え
る
の
は

一
九
二
二
年
の
こ
と
で
す
。
ギ

リ
シ
ア

・
ト
ル
コ
戦
争
の
結
果
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
人
は
ト
ル
コ
を
追
放

さ
れ
ま
し
た
。
イ
ズ
ミ
イ
ル
の
ギ
リ
シ
ア
人
は
難
民
と
な

っ
て
首
都
ア
テ
ネ
に

(′ ,おじ～)
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流
れ
こ
み
、
「
ト
ル
コ
な
ま
り
を
話
す
連
中
」
と
悔
蔑
さ
れ
な
が
ら
造
船
所
の

最
底
辺
の
労
働
者
と
し
て
糊
口
を
し
の
ぎ
ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
は
本
国
の

人
々
よ
り
文
化
的
に
は
は
る
か
に
洗
練
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
の
唯

一
の
楽

し
み
は
家
族
で
食
堂
に
行
き
、
ブ
ズ
ー
キ
の
伴
奏
に
あ
わ
せ
て
歌
う
こ
と
。
失

わ
れ
た
故
郷

へ
の
思
い
や
日
々
の
苦
し
み
、
政
治
や
社
会

へ
の
鋭
い
批
判
を
彼

ら
は
即
興
で
歌
い
あ
げ
ま
し
た
。
そ
の
歌
は
レ
ベ
テ
イ
カ
と
よ
ば
れ
、
知
識
人

か
ら
は

「
下
品
で
非
ギ
リ
シ
ア
的
」
と
忌
み
嫌
わ
れ
な
が
ら
も
次
第
に
ア
テ
ネ

の

「
町
の
歌
」
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

一
九
四
ｏ
年
ギ
リ
シ
ア
は
ド
イ
ツ

・
イ
タ
リ
ア
の
侵
略
を
受
け
全
土
を
占
領

さ
れ
ま
す
。
国
王
は
逃
亡
し
ま
す
が
、
国
民
は
Ｅ
Ａ
Ｍ

（民
族
解
放
戦
線
）
を

結
成
し
て
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
開
始
し
ま
す
。
レ
ベ
テ
イ
カ
や
民
謡
は
、
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
の
隊
歌
や
暗
号
歌
と
し
て
広
く
歌
わ
れ
ま
し
た
。
軍
事
組
織
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｓ

（人
民
解
放
軍
）
は
ド
イ
ツ
軍
の
補
給
路
を
寸
断
し
て
連
合
国
の
北
ア
フ
リ
カ

で
の
勝
利
に
貢
献
し
、
独
力
で
国
土
の
四
分
の
三
を
回
復
し
ま
す
。
そ
れ
な
の

に
、
チ
ャ
ー
テ
ル
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
取
引
に
よ

っ
て
四
四
年
ギ
リ
シ
ア
は
イ
ギ

リ
ス
に
再
占
領
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｓ
は
再
占
領
と
王
の
復
帰
に
反

対
し
て
内
線
に
突
入
、
四
九
年
ア
メ
リ
カ
の
全
面
介
入
に
よ
り
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｓ
は
敗

北
し
ま
し
た
。
こ
の
間
Ｅ
Ａ
Ｍ
の
指
導
者
の
大
半
は
強
制
収
容
所
で
殺
さ
れ
ま

し
た
。
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
参
加
し
た
人
々
は
共
産
主
義
者
の
烙
印
の
下
、
市
民

権
を
奪
わ
れ
、
王
の
側
近
は
対
独
協
力
者
で
固
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
倒
錯
し
た

状
況
の
も
と
、　
一
九
五
ｏ
年
代
前
半
を
最
後
に
レ
ベ
テ
イ
カ
は
そ
の
生
命
を
失

っ
て
い
き
ま
し
た
。

二
、
歌
を
抵
抗
の
武
器
と
し
た
人
た
ち

六
ｏ
年
代
に
レ
ベ
テ
イ
カ
の
批
判
精
神
を
源
と
し
た
新
し
い
歌
を
創

つ
た
人

が
い
ま
す
。
ミ
キ
ス

・
テ
オ
ド
ラ
キ
ス
で
す
。
彼
は
十
五
歳
で
レ
ジ
ス
タ
ン
ス

の
隊
歌
を
作
曲
し
た
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｓ
の
戦
闘
員
と
し
て
戦
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
五

二
年
ま
で
収
容
所
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
日
夜
拷
間
さ
れ
る
と
い
う
苛
烈
な
体
験
を

し
て
い
ま
す
。
パ
リ
音
楽
院
に
学
び
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
作
曲
家
と
し
て
出
発
し
ま

し
た
が
、
そ
の
作
品
が
本
国
で
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
と
し
て
広
く
歌
わ
れ
て
い
る
と
知

る
と
迫
害
を
覚
悟
の
上
で
五
九
年
帰
国
し
ま
す
。
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
く
た
び
に

逮
捕
さ
れ
る
と
い
っ
た
圧
迫
を
耐
え
て
、
つ
い
に
は

「
ミ
キ
ス
の
歌
を
知
ら
ぬ

者
は
ギ
リ
シ
ア
人
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
六
七
年
軍

事
ク
ー
デ
タ
が
起
こ
る
と
地
下
に
潜
行
し
抵
抗
の
組
織
化
に
奔
走
し
ま
す
。
四

ヵ
月
後
逮
捕
さ
れ
刑
務
所
や
流
刑
地
を
点
々
と
し
な
が
ら
も
多
く
の
人
々
の
協

力
を
得
て
抵
抗
の
歌
の
テ
ー
プ
を
海
外
に
送
り
続
け
ま
し
た
。
七
〇
年
国
外
追

放
と
な
リ
フ
ラ
ン
ス
で
三
年
間
の
記
録
を

「抵
抗
の
日
記
」
の
題
で
発
表
、
七

一
年
か
ら
各
国
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
き
軍
政
打
倒
を
訴
え
ま
し
た
。
七
四
年
軍

政
が
倒
れ
る
と
帰
国
し
、
人
六
年
ま
で
国
会
議
員
を

つ
と
め
ま
し
た
。

八
六
年
テ
オ
ド
ラ
キ
ス
は
音
楽
活
動
に
専
念
す
る
に
あ
た

っ
て
ギ
リ
シ
ァ
と

は
大
猿
の
仲
で
あ
る
ト
ル
コ
の
音
楽
家
と
の
共
同
製
作
を
行
い
ま
す
。
相
棒
は

ズ
ル
フ
ュ
・
リ
ヴ
ァ
ネ
リ
。
彼
も

一
九
六
ｏ
年
か
ら
八
三
年
ま
で
続
い
た
祖
国

の
軍
政
に
抵
抗
し
て
投
獄
と
亡
命
の
苦
悩
を
な
め
た
人
で
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

に
亡
命
中
の
七
五
年
、
ト
ル
コ
現
代
詩
の
父
ナ
ズ

ム

・
ヒ
ク
メ
ッ
ト
の
名
作

「
死
ん
だ
少
女
」
を
作
曲
し
て
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
七
八
年
帰
国
す
る
と
ヒ
ク

メ
ッ
ト
の
詩
で
構
成
し
た
ア
ル
バ
ム
を
発
表
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
と

し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ヒ
ク
メ
ッ
ト
は
共
産
党
員
だ

つ
た
ゆ
え
に
国
を
追
わ

れ
望
郷
の
詩
を
数
多
く
残
し
て
モ
ス
ク
フ
に
客
死
、
そ
の
作
品
は
ト
ル
コ
で
は

発
禁
で
し
た
。
ヒ
ク
メ
ッ
ト
を
と
り
あ
げ
る
の
は
命
が
け
の
抵
抗
だ

っ
た
の
で

す
が
、
ア
ル
バ
ム
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
の
で
軍
は
手
を
下
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
二

-57-



人
の
民
主
化
の
闘
士
は
ア
ル
バ
ム

一私
の
た
め
に
太
陽
を
集
め
て
」
で
ギ
リ
シ

ア
と
ト
ル
コ
の
文
化
的
な
絆
の
強
さ
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
す
。
テ
オ
ド

ラ
キ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
の
記
者
の
取
材
に
、

「私
た
ち
を
引
き
裂
こ
う
と
す
る
も
の
よ
り
も
私
た
ち
を
結
び
つ
け
よ
う
と

す
る
も
の
の
力
の
方
が
強
い
は
ず
で
す
。
」

と
答
え
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
ば
は
か
つ
て
彼
が
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
か
ら
警
察

に
連
行
さ
れ
る
と
き
に
い
つ
も
聴
衆
に
呼
び
か
け
た
こ
と
ば
で
す
。

三
、
ヤ
ド
ラ
ン
カ
の
パ
ス
ポ
ー
ト

日
本
に
サ
ズ
を
本
格
的
に
紹
介
し
た
人
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
ヤ
ド
ラ
ン

カ
で
す
。
彼
女
は
幼
い
頃
か
ら
バ
ル
カ
ン
各
地
の
民
謡
を
学
び
民
族
楽
器
に
親

し
み
ま
し
た
。
や
が
て
民
謡
を
も
と
に
し
た
創
作
や
民
族
楽
器
を
大
胆
に
と
り

い
れ
た
ジ
ャ
ズ
や
ロ
ッ
ク
の
演
奏
で
注
目
さ
れ
ま
す
。
八
四
年
サ
ラ
エ
ボ
冬
季

オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
で
国
の
代
表
と
し
て
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
を
歌
い
ま
し
た
。
画
家
で

も
あ
る
彼
女
は
浮
世
絵
の
研
究
も
兼
ね
て
五
年
間
日
本
で
活
動
し
よ
う
と
来
日

し
ま
す
。
八
八
年
末
の
こ
と
で
し
た
。
祖
国
は
そ
の
頃
う
ち
続
く
経
済
不
振
と

発
展
の
不
均
衡
に
苦
し
み
、
民
族
の
名
を
借
り
て
人
々
を
煽
動
す
る
デ
マ
ゴ
ー

グ
が
う
ご
め
き
始
め
て
い
ま
し
た
。
九

一
年

つ
い
に
ユ
ー
ゴ
は
解
体
し
内
戦
が

始
ま
り
ま
す
。
ヤ
ド
ラ
ン
カ
の
お
父
さ
ん
は
セ
ル
ビ
ア
系
、
お
母
さ
ん
は
ク
ロ

ア
チ
ア
系
で
す
が
、
彼
女
は
民
族
の
違

い
な
ど
ま

っ
た
く
意
識
せ
ず
に
育
ち
ま

し
た
。
彼
女
は
民
族
を
問
う
日
本
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
い
つ
も

「
父
も
母
も

ユ
ー
ゴ
人
で
し
た
。
わ
た
し
も

ユ
ー
ゴ
人
な
の
で
す
。
」

と
答
え
ま
し
た
。
生
ま
れ
故
郷
の
サ
ラ
エ
ボ
は
内
戦
の
最
も
悲
惨
な
現
場
と

し
て
く
り
か
え
し
報
道
さ
れ
ま
す
。

「
サ
ラ
エ
ボ
は
歩
い
て
い
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
の
寺
院
か
ら
コ
ー
ラ
ン
が
聞
こ

え
、
通
り
を
隔
て
た
キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
は
賛
美
歌
が
流
れ
、
そ
の
前
を
セ
ル

ビ
ア
正
教
の
司
祭
さ
ん
が
黒
い
服
を
な
び
か
せ
て
通
る
、
と
い
う
町
で
す
。
民

族
も
文
化
も
人
々
の
暮
ら
し
も
、
ご
く
自
然
に
混
ざ
り
合

っ
て
い
る
世
界
都
市

（
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
）。　
そ
ん
な
街
が
私
は
大
好
き
で
、
早
く
か
ら
自
分
は
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ン
だ
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。
」

九
五
年
彼
女
の
パ
ス
ポ
ー
ト
が
失
効
と
な
り
ま
す
。
彼
女
は
偏
狭
な
民
族
主

義
を
ふ
り
か
ざ
す
新

ユ
ー
ゴ
を
拒
否
し
、
国
連
の
難
民
パ
ス
ポ
ー
ト
を
取
得
し

ま
す
。
異
な
る
も
の
が
混
ざ
り
あ
い
溶
け
合

っ
て
こ
そ
豊
か
な
文
化
が
生
ま
れ

る
と
彼
女
は
信
じ
て
い
ま
す
。
世
界
は
私
の
田
舎
、
私
は
ま
だ
人
間
に
絶
望
し

た
く
な
い
と
語
り
ま
す
。
殺
徴
の
巷
と
化
し
た
サ
ラ
エ
ボ
に
も
よ
う
や
く
平
和

が
も
ど

っ
た
二
ｏ
Ｏ
ｏ
年
よ
う
や
く
彼
女
は
帰
国
し
ま
し
た
。
母
は
戦
火
の
最

中
に
亡
く
な
り
、
父
と
妹
は
消
息
不
明
で
す
。
彼
女
は
祖
国
と
日
本
を
往
復
し

な
が
ら
民
族
の
共
存
を
う
な
が
す
歌
を
歌
い
続
け
て
い
ま
す
。
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