
弦
楽
器
と
歴
史
的
に
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
説
が

有
力
だ
。

企
画
展
「
旅
す
る
楽
器
」

南
ア
ジ
ア
で
演
奏
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
弦
楽
器
は

い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
南
ア
ジ
ア
に
紹
介

さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
改
良
さ
れ
、
定
着
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
楽
器
の
旅
路
と
来
歴
を
紹
介
す

る
た
め
に
、
企
画
展
「
旅
す
る
楽
器

―
南
ア
ジ
ア
、

弦
の
響
き
」
を
開
催
す
る
。
展
示
で
は
、
弦
楽
器
を

演
奏
法
に
よ
り
、
指
や
ピ
ッ
ク
な
ど
で
弦
を
は
じ
い

て
音
を
出
す
撥は
つ

弦げ
ん

楽
器
、
弓
で
弦
を
こ
す
る
擦さ
つ

弦げ
ん

楽

器
、
軽
い
木
な
ど
で
で
き
た
バ
チ
で
弦
を
叩た
た

く
打だ

弦げ
ん

楽
器
の
三
種
に
分
類
す
る
。
特
に
種
類
の
多
い
撥
弦

楽
器
は
、
シ
タ
ー
ル
系
、
タ
ン
ブ
ー
ラ
ー
系
、
サ
ロ
ー

ド
系
、ヴ
ィ
ー
ナ
ー
系
の
四
系
統
に
わ
け
て
紹
介
す
る
。

南
ア
ジ
ア
は
楽
器
の
宝
庫
で
あ
り
、
特
に
弦
楽
器

の
多
様
さ
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
楽
器
の
形

や
構
造
か
ら
演
奏
法
に
い
た
る
ま
で
千
差
万
別
で
あ

り
、
古
典
音
楽
、
宗
教
音
楽
、
民
俗
音
楽
、
映
画
音

楽
な
ど
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
で
演
奏
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
現
在
南
ア
ジ
ア
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
弦
楽
器

の
な
か
で
、
こ
の
地
域
を
起
源
と
す
る
も
の
は
め
ず

ら
し
く
、
地
域
外
か
ら
伝
え
ら
れ
た
楽
器
が
改
良
さ

れ
定
着
し
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
北
イ
ン
ド
を

代
表
す
る
弦
楽
器
と
し
て
世
界
中
で
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
シ
タ
ー
ル
は
、
中
央
ア
ジ
ア
ま
た
は
西
ア
ジ

ア
起
源
の
楽
器
が
少
し
ず
つ
形
を
変
え
て
一
八
世
紀

ご
ろ
ま
で
に
現
行
モ
デ
ル
の
原
型
が
で
き
た
と
考
え

ら
れ
る
し
、
シ
タ
ー
ル
以
前
に
北
イ
ン
ド
の
芸
術
音

楽
の
中
心
的
楽
器
で
あ
っ
た
ル
ド
ラ
・
ヴ
ィ
ー
ナ
ー

は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
演
奏
さ
れ
て
き
た
ツ
ィ
タ
ー
系

南
ア
ジ
ア
特
有
の
弦

楽
器
の
展
示
で
は
楽
器
全
体
の
形
に
目
が
向
い
て
し

ま
い
が
ち
だ
が
、
弦
楽
器
の
肝
で
あ
る
弦
そ
の
も
の
に

も
注
目
し
て
ほ
し
い
。
特
に
、
南
ア
ジ
ア
の
弦
楽
器
に

は
、
他
の
地
域
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
機
能
を
も
つ

弦
が
張
ら
れ
て
お
り
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
二
種
類
の
弦
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

第
一
は
共
鳴
弦
で
、
文
字
通
り
他
の
弦
で
演
奏
さ
れ
る

音
に
共
鳴
し
て
振
動
す
る
弦
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
直
接
は
じ
い
た
り
弓
で
弾
い
た
り
し
な
い
。

演
奏
さ
れ
る
音
ひ
と
つ
に
つ
き
一
本
の
共
鳴
弦
が
必
要

な
た
め
、
三
〇
本
以
上
の
共
鳴
弦
を
張
る
楽
器
も
あ
る
。

音
の
高
さ
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
異
な
る
共
鳴
弦
が
振

動
し
て
そ
の
音
を
増
幅
す
る
。
旋
律
弦
で
は
音
を
変
え

る
た
め
に
異
な
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
押
さ
え
る
た
め
、
直

前
に
演
奏
し
た
音
は
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
が
、
共
鳴

弦
は
少
し
の
あ
い
だ
鳴
り
続
け
る
。
こ
れ
ら
の
残
響
が

重
な
り
合
っ
て
陰
影
に
富
ん
だ
響
き
に
な
る
。
現
在
演

奏
さ
れ
て
い
る
シ
タ
ー
ル
の
特
徴
的
な
音
は
、
こ
の
共

鳴
弦
の
存
在
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
共
鳴
弦
が

つ
け
ら
れ
た
の
は
一
九
世
紀
の
後
半
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
今
回
の
企
画
展
で
は
、
新
旧
の
モ
デ
ル
を

合
わ
せ
て
展
示
す
る
の
で
見
比
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
旋
律
を
演
奏
し
な
が
ら
、
演
奏
の

リ
ズ
ム
的
側
面
を
示
す
た
め
に
は
じ
く
リ
ズ
ム
弦
（
チ

カ
ー
リ
ー
弦
）
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
弦
は
、
指
で
は
じ
く

撥
弦
楽
器
に
限
ら
れ
、
擦
弦
楽
器
に
は
存
在
し
な
い
。

リ
ズ
ム
弦
は
音
階
の
核
に
な
る
サ
と
パ
の
音
（
基
音
と

五
度
上
の
音
）、
お
よ
び
一
オ
ク
タ
ー
ブ
上
の
サ
の
音
に

調
弦
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
定
期
的
に
同
じ
音
が
演
奏

さ
れ
る
た
め
、
音
響
の
枠
組
み
を
継
続
的
に
示
す
一
種

の
持
続
音
の
役
割
も
兼
ね
て
い
る
。

タ
ゴ
ー
ル
家
と
楽
器

今
回
の
企
画
展
の
目
玉
の
ひ
と
つ
に
、
一
九
世
紀

後
半
に
イ
ン
ド
か
ら
日
本
に
「
旅
し
た
」
楽
器
が
あ
る
。

北
イ
ン
ド
の
古
典
音
楽
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
、
そ
の

発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
タ
ゴ
ー
ル
家
は
、
イ
ン
ド

東
部
ベ
ン
ガ
ル
州
の
名
家
で
あ
り
、
文
化
人
を
数
多

く
輩
出
し
て
き
た
。
こ
の
一
族

の
出
身
で
音
楽
学
者
の
S
・
M
・ 

タ
ゴ
ー
ル
は
イ
ン
ド
音
楽
を
紹

介
す
る
た
め
に
、
世
界
各
地
に

イ
ン
ド
の
楽
器
や
音
楽
書
を
寄

贈
し
た
。
こ
の
活
動
の
一
環
と

し
て
一
八
七
七
年
に
三
点
の
楽

器
が
日
本
の
皇
室
に
寄
贈
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
現
在
こ
れ
ら
の

楽
器
は
東
京
国
立
博
物
館
に
収

蔵
さ
れ
て
お
り
、
今
回
展
示
す

る
の
は
そ
の
う
ち
弦
楽
器
二
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
公
開
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
は

キ
ン
ナ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
と
よ
ば
れ
る
撥
弦
リ
ュ
ー

ト
で
あ
る
。
通
常
、
木
か
ふ
く
べ

4

4

4

（
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
）
で

作
ら
れ
る
共
鳴
胴
が
ダ
チ
ョ
ウ
の
卵
の
殻
で
作
ら
れ

て
お
り
、
棹さ
お

の
前
面
に
模
様
の
あ
る
布
が
張
ら
れ
て

い
る
点
と
と
も
に
、
非
常
に
め
ず
ら
し
い
。
も
う
一

点
の
擦
弦
楽
器
サ
ー
ラ
ン
ギ
ー
も
楽
器
全
体
に
彩
色

が
施
さ
れ
て
い
る
。
演
奏
に
耐
え
う
る
構
造
を
も
つ

が
、
通
常
で
は
見
え
な
い
箇
所
に
ま
で
模
様
が
施
さ

れ
て
お
り
、
職
人
魂
が
感
じ
ら
れ
る
一
品
で
あ
る
。

次
ペ
ー
ジ
以
降
、
企
画
展
実
行
委
員
六
名
が
、
そ

れ
ぞ
れ
特
別
な
思
い
の
あ
る
楽
器
を
一
点
ず
つ
選
ん

で
紹
介
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
群
に
つ
い

て
の
よ
り
詳
し
い
情
報
は
、『
季
刊
民
族
学
』（
一
六
六

号
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
刊
）
の
特
集
「
旅
す
る
楽
器
」

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

南
ア
ジ
ア
に
伝
わ
る
弦
楽
器
は
、個
性
あ
ふ
れ
る
音
色
や

外
形
で
人
び
と
を
魅
了
し
て
き
た
が
、日
本
で
は
ま
だ
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
特
集
で
は
、楽
器
の
演
奏
や

研
究
に
長
年
従
事
し
て
き
た
企
画
展
実
行
委
員
が
楽
器

と
の
出
会
い
や
思
い
出
を
語
り
、そ
の
魅
力
を
伝
え
る
。

【
企
画
展
】

旅
す
る
楽
器

―
南
ア
ジ
ア
、
弦
の
響
き

会
期
：
二
月
二
一
日（
木
）―
五
月
七
日（
火
）

場
所
：
本
館
企
画
展
示
場

遥は

る

か
な
る
弦
楽
器
の
旅

民
博 
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イ
ン
ド
の
弦
楽
器
サ
ロ
ー
ド
と
の
出
会
い

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ル
バ
ッ
ブ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
音
楽
や
人
と
の
出
会
い
を

と
お
し
て
、
や
が
て
彼
の
地
が
愛
憎
入
り
交
じ
る
第
二

の
故
郷
と
な
っ
た
。

バ
ザ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
流
れ
る
甲
高
い
女
性

の
歌
声
、
大
道
楽
師
が
操
る
太
鼓
の
唸う
な

る
よ
う
な
低
音

の
響
き
、
耳
に
残
る
倍
音
や
共
鳴
音
…
…
。
異
文
化
世

界
で
聴
く
そ
れ
ら
の
音
色
は
と
て
も
魅
惑
的
だ
っ
た
。

や
が
て
サ
ロ
ー
ド
と
い
う
撥
弦
楽
器
に
魅
せ
ら
れ
、
音

楽
修
行
の
た
め
に
渡
印
し
た
。
一
九
八
七
年
の
こ
と
で

あ
る
。
師
匠
の
家
に
住
み
込
ん
で
音
楽
を
学
び
、
そ
の

体
験
を
『
イ
ン
ド
音
楽
と
の
対
話
』（
一
九
九
〇
年
・
青

弓
社
）
に
ま
と
め
た
が
、
そ
の
過
程
で
方
向
性
の
少
し

異
な
る
二
つ
の
興
味
が
芽
生
え
た
。

一
つ
は
、
サ
ロ
ー
ド
な
ど
弦
楽
器
の
起
源
・
伝

播
・
変
容
に
関
す
る
音
楽
民
族
学
的
な
も
の
。
も

う
一
つ
は
、
音
楽
演
奏
を
生
業
と
す
る
人
び
と
の

社
会
組
織
や
口
頭
伝
承
に
関
す
る
文
化
人
類
学

的
な
関
心
で
あ
る
。
前
者
は
、
ア
ジ
ア
に
広
く
分

布
す
る
撥
弦
楽
器
の
地
理
的
連
続
性
と
音
楽
文

化
的
差
異
の
問
題
へ
と
向
か
い
、
サ
ロ
ー
ド
の
類

縁
楽
器
を
求
め
て
旅
し
た
経
験
を
『
幻
の
楽
器
を

求
め
て
』（
一
九
九
五
年
・
筑
摩
書
房
）
と
い
う
一

般
書
に
ま
と
め
た
。
ま
た
、
後
者
は
サ
ロ
ー
ド
を

演
奏
す
る
人
び
と
の
流
派
や
カ
ー
ス
ト
に
つ
い
て

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
、『
近
代
イ
ン
ド
に

は
、
メ
ロ
デ
ィ
を

導
く
リ
ー
ダ
ー
的

な
役
割
を
果
た
し

て
お
り
、
演
奏
者

は
み
な
、
ル
バ
ッ

ブ
が
次
に
ど
の
よ

う
な
メ
ロ
デ
ィ
を

奏
で
る
か
を
聴
き
、

ど
の
曲
に
移
っ
て

い
く
か
を
知
り
、

つ
い
て
い
く
。
ル

バ
ッ
ブ
は
ガ
ム
ラ

ン
の
レ
パ
ー
ト

リ
ー
を
良
く
知
り
、

上
手
に
他
の
演
奏

者
を
導
い
て
い
く

こ
と
の
で
き
る
音
楽
家
で
な
い
と
つ
と
ま
ら
な
い
。

わ
た
し
は
日
本
で
ガ
ム
ラ
ン
に
出
会
っ
た
の
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
ジ
ャ
ワ
島
西
部
に
住
む
ス
ン
ダ
人
の
音
楽

を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
に
出
会
っ
た
の
が

ジ
ャ
ワ
島
中
部
・
東
部
に
住
む
ジ
ャ
ワ
人
の
音
楽
だ
っ
た

た
め
、
西
ジ
ャ
ワ
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
、
ジ
ャ

ワ
人
と
ス
ン
ダ
人
の
音
楽
や
楽
器
の
違
い
が
新
鮮
に
目

に
映
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
両
者
の
ル
バ
ッ
ブ
の
違
い
で

あ
る
。

お
け
る
古
典
音
楽
の
社
会
的
世
界
と
そ
の
変
容
』（
二
〇

一
五
年
・
三
元
社
）
と
い
う
専
門
書
に
ま
と
め
た
。

今
回
の
民
博
で
の
企
画
展
「
旅
す
る
楽
器

―
南
ア

ジ
ア
、
弦
の
響
き
」
へ
の
参
画
は
、
楽
器
の
移
動
と
変

化
の
過
程
を
と
お
し
て
音
楽
文
化
を
再
考
す
る
旅
路
と

な
っ
た
。
楽
器
は
元
の
機
能
美
と
様
式
美
を
維
持
し
つ

つ
、
演
奏
さ
れ
る
文
化
の
な
か
で
あ
ら
た
な
命
を
吹
き

込
ま
れ
、
姿
形
を
変
え
る
。
楽
器
も
ま
た
人
類
文
化
の

共
通
点
と
多
様
性
の
あ
り
方
を
問
い
か
け
て
く
る
。

特
に
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
の
は
、
ス
ン
ダ
人
の
組
み

立
て
式
の
ル
バ
ッ
ブ
だ
っ
た
。
ル
バ
ッ
ブ
は
横
に
細
く
の

び
た
糸
巻
き
を
も
ち
、
胴
に
は
う
す
い
皮
が
は
ら
れ
て
い

る
。
雑
に
扱
え
ば
す
ぐ
壊
れ
て
し
ま
う
繊
細
な
楽
器
で

あ
る
。
ス
ン
ダ
人
は
こ
れ
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
小
型
の
ア

タ
ッ
シ
ュ
ケ
ー
ス
等
に
し
ま
っ
て
簡
単
に
持
ち
運
べ
る
よ

う
に
し
て
い
た
。わ
た
し
の
印
象
で
は
、ジ
ャ
ワ
の
ル
バ
ッ

ブ
は
思
索
を
深
め
て
い
く
よ
う
な
渋
い
響
き
を
も
つ
の

に
対
し
、
ス
ン
ダ
人
の
ル
バ
ッ
ブ
は
華
や
か
に
メ
ロ
デ
ィ

を
奏
で
る
。
ス
ン
ダ
人
の
あ
る
種
の
く
っ
た
く
の
な
さ
が
、

こ
の
よ
う
な
工
夫
を
可
能
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

異
な
る
文
化
と
の
遭
遇
が
、
そ
の
後
の
人
生
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
し
の
場
合
、
た

ま
た
ま
そ
れ
が
南
ア
ジ
ア
世
界
で
あ
り
、
北
イ
ン
ド
古

典
音
楽
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
大
学
に
入
り
演
劇
を
か
じ

り
は
じ
め
た
一
九
八
〇
年
の
春
休
み
。
カ
ル
カ
ッ
タ（
現

コ
ル
カ
タ
）
を
起
点
に
マ
ド
ラ
ス
（
現
チ
ェ
ン
ナ
イ
）、
ボ

ン
ベ
イ
（
現
ム
ン
バ
イ
）、
デ
リ
ー
を
約
一
カ
月
で
一
周

す
る
貧
乏
旅
行
に
出
か
け
た
。
そ
こ
で
の
カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ア
ン
リ･

ミ
シ
ョ
ー
は
「
イ
ン
ド
に
は
見
る
べ
き
も
の
は
な
く
、

す
べ
て
が
解
釈
す
べ
き
も
の
」
と
詩
的
に
表
現
し
た
が
、

感
じ
る
以
外
に
解
釈
を
可
能
に
す
る
術す
べ

は
も
ち
合
わ
せ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ジ
ャ
ワ
島
の
ガ
ム
ラ
ン
は
、
ゴ
ン
グ

や
鉄
琴
を
は
じ
め
、
多
様
な
楽
器
を
用
い
る
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
で
あ
る
。
王
宮
で
発
達
し
た
大
規
模
な
ガ
ム
ラ
ン

は
、
大
き
な
音
が
す
る
野
外
楽
的
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と

柔
ら
か
な
音
が
す
る
室
内
楽
的
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
い

う
、
対
照
的
な
性
格
を
も
つ
音
楽
を
吸
収
し
て
成
立
し

た
。
曲
の
種
類
に
よ
り
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
な
か
で
も
、
異
な
る
色
合
い
を
あ
ら
わ
す
の
が

ガ
ム
ラ
ン
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
。

柔
ら
か
な
音
の
す
る
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
な
か
で
中
心

的
な
役
割
を
果
た
す
楽
器
の
ひ
と
つ
が
ル
バ
ッ
ブ
だ
。
弦

を
弓
で
こ
す
っ
て
演
奏
す
る
楽
器
で
あ
る
。
ジ
ャ
ワ
島
中

部
の
ガ
ム
ラ
ン
で
は
、
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
な
し
に
、
複

数
の
曲
を
続
け
て
演
奏
す
る
こ
と
も
多
い
。
ル
バ
ッ
ブ

東
京
大
学
学
術
研
究
員

民
博 

特
別
客
員
教
員

田た

森も
り 

雅ま
さ

一か
ず

民
博 
人
類
基
礎
理
論
研
究
部

福ふ
く

岡お
か 

正し
ょ
う

太た

サロードは全長1～1.2メートルの撥弦楽器。主弦４
本の他に共鳴弦等が十数本張られている。共鳴胴に
は皮革が、広い棹には金属製指板（指で弦を押さえる
部分）が装着されフレットがないのが特徴的である。

逆三角形の胴に長めの棹と脚をとり付けた擦弦
楽器。西アジアのラバーブに由来する。同種の
楽器にマレーシアのルバッブやタイのソー・サー
ム・サーイなどがあり、胴の形に特徴がある。

ルバッブ （H0149092） サロード （筆者蔵）

上：サロードとタブラーの演奏（右が筆者、1995年）
下：筆者の師匠カリヤン・ムケルジー教授（1943–2010）

ルバッブを演奏する音楽家K.P.H.ノトプロジョ（1950年ころ）
［Attribution: Tropenmuseum, part of the National Museum of 
World Cultures（CC BY-SA3.0）］

スンダ人の組み立て式ルバッブ
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シ
タ
ー
ル
を
日
本
で
使
う
と
い
う
こ
と

イ
ラ
ン
の
弦
楽
器 

サ
ン
ト
ゥ
ー
ル

五
年
に
購
入
し
、
今
で
も
演
奏
し
て
い
る
。
今
は
亡
き

有
名
な
楽
器
職
人
に
オ
ー
ダ
ー
し
て
作
っ
て
も
ら
っ
た
。

自
分
の
師
匠
も
贔ひ
い
き屓
の
工
房
で
、
師
匠
に
も
で
き
あ
が

り
を
確
認
し
て
も
ら
い
、
わ
た
し
自
身
も
気
に
入
る
よ

う
に
調
整
し
て
も
ら
っ
た
。

楽
器
職
人
に
良
い
楽
器
を
作
っ
て
も
ら
う
に
は
、
演

奏
す
る
側
も
そ
れ
を
使
い
こ
な
せ
る
技
能
や
知
識
が
必

要
で
あ
る
し
、
購
入
す
る
者
に
音
の
善
し
悪
し
を
判
断

す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
職
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ

と
も
大
事
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
足
元
を
見
ら
れ

て
、
品
質
に
見
合
わ
な
い
値
段
で
買
う
羽
目
に
な
る
。

ま
た
モ
ノ
と
し
て
演
奏
者
に
渡
っ
た
楽
器
は
保
守
が
か

か
せ
な
い
。楽
器
の
音
質
を
左
右
す
る
ジ
ャ
ワ
ー
リ
ー（
ブ

リ
ッ
ジ
表
面
の
曲
面
）
は
、
演
奏
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
弦
の

振
動
に
よ
り
す
り
減
っ
て
い
く
。
こ
の
た
め
、
ブ
リ
ッ
ジ

の
視
覚
的
な
か
っ
こ
よ
さ
だ
っ
た
。
弦
を
は
じ
く
・
弓

で
こ
す
る
と
い
う
奏
法
で
は
な
く
、
バ
チ
で
叩
く
と
い

う
奏
法

―
と
り
わ
け
、
の
ち
に
師
事
し
た
フ
ァ
ラ
ー

マ
ル
ズ
・
パ
ー
イ
ヴ
ァ
ル
と
い
う
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
奏
者

の
美
し
く
華
麗
な
バ
チ
さ
ば
き
は
、
共
演
者
の
ト
ン
バ

ク
（
イ
ラ
ン
の
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
型
片
面
太
鼓
）
の
目
に
も

と
ま
ら
ぬ
素
早
い
指
さ
ば
き
と
相あ
い

俟ま

っ
て
わ
た
し
を
完

全
に
虜と
り
こに
し
た
。

イ
ラ
ン
音
楽
に
は
「
漂
う
部
分
」
と
「
動
き
の
速
い

部
分
」
と
で
も
い
え
よ
う
対
比
が
存
在
す
る
。「
漂
い
」

と
は
、
ア
ー
ヴ
ァ
ー
ズ
と
よ
ば
れ
る
伸
縮

自
在
で
決
ま
っ
た
拍
の
無
い
声
楽
形
式
で
、

そ
れ
は
ペ
ル
シ
ャ
古
典
詩
の
朗
唱
と
限
り

な
く
近
く
、
と
き
に
囁さ
さ
やき
、
と
き
に
雄
弁

で
堂
々
と
し
た
語
り
で
あ
る
。
サ
ン

ト
ゥ
ー
ル
が
も
つ
伸
び
や
か
な
余
韻
と
、

開
放
弦
な
ら
で
は
の
豊
か
な
倍
音
は
、
こ

う
し
た
語
り
の
間

―
音
と
音
と
の
間
の

（
一
瞬
の
）
静
寂
を
と
て
も
意
味
あ
る
も
の

に
し
て
く
れ
る
。

一
方
「
動
き
の
速
さ
」
と
は
、
上
記
の

ト
ン
バ
ク
と
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
そ

う
だ
が
、
チ
ャ
ハ
ー
ル
メ
ズ
ラ
ー
ブ
（「
四

つ
の
ば
ち
」
の
意
）
と
い
う
お
も
に
ソ
ロ
演

奏
の
た
め
の
速
度
の
速
い
形
式
に
お
い
て

の
表
面
を
定
期
的
に
削
り
直
し
て
、
弦
と
の
隙
間
を
調

整
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
イ
ン
ド
に
い
れ
ば
、
こ
の

ジ
ャ
ワ
ー
リ
ー
の
調
整
は
職
人
へ
簡
単
に
頼
め
る
が
、
シ

タ
ー
ル
職
人
は
日
本
に
は
い
な
い
。
旅
を
し
て
日
本
に

や
っ
て
き
た
シ
タ
ー
ル
は
、
筆
者
が
調
整
の
や
り
方
を
学

ん
で
お
こ
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
保
守
の
方
法

を
学
ん
で
、
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る

民
族
楽
器
店
も
あ
ら
わ
れ
始
め
た
よ
う
だ
。
旅
す
る
楽

器
が
い
い
音
を
出
し
続
け
る
に
は
、
楽
器
の
保
守
技
術

も
旅
し
て
く
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

顕
著
で
あ
る
。
同
形
式
は
パ
ー
イ
ェ
（
原
義
は
「
基
礎
」）

と
よ
ば
れ
る
、
ロ
ッ
ク
な
ど
の
リ
フ
の
よ
う
に
何
度
も

繰
り
返
さ
れ
る
音
型
を
基
礎
ま
た
は
伴
奏
と
し
て
展
開

し
て
ゆ
く
が
、
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
は
と
り
わ
け
、
バ
チ
で

叩
く
と
い
う
リ
ズ
ム
楽
器
的
な
特
性
を
活
か
し
て
、
非

常
に
疾
走
感
あ
ふ
れ
る
動
的
な
音
楽
が
展
開
さ
れ
る
の

だ
。
近
年
で
は
、
従
来
の
奏
法
か
ら
は
な
か
な
か
あ
り

え
な
い
腕
使
い
（
バ
チ
使
い
）
を
す
さ
ま
じ
い
速
さ
で

演
奏
す
る
な
ど
、
超
絶
技
巧
の
流
れ
も
顕
著
に
な
っ
て

き
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
代
後
半
の
東
京
で
巨
匠
ラ
ヴ
ィ
・
シ
ャ
ン

カ
ル
の
生
演
奏
を
初
め
て
聞
い
た
こ
ろ
、
シ
タ
ー
ル
を
演

奏
し
よ
う
と
先
生
を
探
し
た
。
家
で
練
習
す
る
楽
器
は
、

先
生
か
ら
レ
ン
タ
ル
で
調
達
し
た
。
弟
子
仲
間
の
な
か
に

は
、
イ
ン
ド
で
楽
器
を
買
っ
て
く
る
者
も
あ
ら
わ
れ
、
弦

は
ど
こ
製
の
も
の
が
い
い
音
か
、
太
さ
（
ゲ
ー
ジ
）
は
何

が
適
切
か
な
ど
、
楽
器
の
細
部
に
関
す
る
情
報
交
換
も

始
ま
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
あ
る
メ
ー
カ
ー
の
弦
が
、
ミ
ー
ン

ド
（
チ
ョ
ー
キ
ン
グ
）
奏
法
の
後
も
音
程
が
崩
れ
ず
音
色

も
い
い
と
い
っ
た
細
々
し
た
こ
と
も
議
論
さ
れ
た
の
だ
。

結
局
、
自
分
の
楽
器
を
入
手
し
た
の
は
、
一
九
八
一
年
初

頭
に
イ
ン
ド
周
辺
へ
旅
し
た
と
き
だ
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
、

カ
ル
カ
ッ
タ
の
シ

タ
ー
ル
演
奏
家
を
紹

介
し
て
も
ら
い
、
そ

の
方
に
楽
器
を
選
ん

で
も
ら
っ
た
。
い
わ

ゆ
る「
吊
し
」（
既
製
品
）

で
は
あ
っ
た
が
、
こ

の
先
生
の
お
か
げ
で

比
較
的
安
価
だ
が
音

が
良
い
も
の
が
手
に

入
り
重
宝
し
た
。
二

本
目
は
、
留
学
先
の

バ
ナ
ー
ラ
ス
で
一
九
八

サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
は
台
形
の
共
鳴
胴
の
上
に
コ
ト
状
に

弦
を
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
打
弦
楽
器
で
、
イ
ラ
ン
の
場
合
、

標
準
的
な
タ
イ
プ
は
一
八
駒
七
二
弦
タ
イ
プ
の
も
の
で
、

細
い
バ
チ
を
両
手
に
打
奏
す
る
。
音
を
止
め
る
機
構
は

な
く
、
い
わ
ば
開
放
弦
（
指
で
弦
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
な

い
状
態
）
の
み
の
お
よ
そ
三
オ
ク
タ
ー
ブ
に
わ
た
る
音

域
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
余
韻
が
重
な
り
合
っ
て
響
き
合
う

さ
ま
は
、
ま
さ
し
く
「
幻
想
的
」
だ
と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
わ
た
し
が
こ
の
楽
器
と
出
会
っ
た
当
初

感
じ
て
い
た
魅
力
は
、
音
色
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ

東
京
音
楽
大
学
客
員
教
授

小こ

日び

向な
た 

英ひ
で

俊と
し

神
戸
大
学
大
学
院
准
教
授

谷た
に 

正ま
さ

人と

北インド古典（ヒンドゥスターニー）音楽の代表的楽器で
弦をはじいて音を出す。起源は明らかではない。遅くとも
1930年代までは共鳴弦のないタイプもよく使われたが、そ
の前後に共鳴弦があるタイプに変化して現在に至る。

（H0001795）サントゥール

サントゥールのボディやバチは胡
くるみ

桃製が多く、弦は
低音が真

しん

鍮
ちゅう

と銅を合わせたもの、中・高音弦が鋼鉄
製の金属弦である。バチの先端下面には、フェルト
などの素材が貼り付けられているのが一般的で、そ
れを用いて弦を打つ打弦楽器である。

シタール （H0278308）

アーチ形の金属フレットと、棹の上部で弦を支える
上駒（かみごま）

ミーンド奏法。弦を押さえた指を、アーチ状のフレットに沿って引っ張り
音の高さを変える

上： 超絶技巧をその特徴のひとつとするコンテンポラリー・イラン・サントゥールの巨匠 
アルダヴァーン・カームカール氏の、筆者とのレッスンの様子（テヘラン、2018年）

下： サントゥールを弾く筆者とトンバクを演奏するサイード・ジャラリアン氏の共演
　　（撮影：清水恵、テヘラン、2018年）
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ト
ル
コ
で
サ
ズ
を
奏
で
る
日
々

南
イ
ン
ド
の
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム

歩
出
る
と
、
ト
ル
コ
民
謡
形
成
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
吟

遊
詩
人
ア
ー
シ
ュ
ク
と
し
て
知
ら
れ
、
儀
礼
以
外
で
も

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

筆
者
は
調
査
の
過
程
に
お
い
て
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
派
の

音
楽
家
に
サ
ズ
を
習
う
機
会
を
得
た
。
彼
は
イ
ス
タ
ン

ブ
ル
の
ア
レ
ヴ
ィ
ー
派
が
多
い
地
区
で
、
筆
者
が
親
し

く
し
て
い
た
兄
家
族
の
家
の
近
く
で
暮
ら
し
て
お
り
、

実
際
に
、
数
多
く
あ
る
サ
ズ
教
室
の
教
師
と
し
て
生
計

を
立
て
て
い
た
。
大
都
会
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
中
心
部
か
ら

ほ
ど
近
い
場
所
に
あ
り
な
が
ら
近
く
に
は
野
原
が
広
が

り
、
一
夜
で
作
ら
れ
た
小
屋
の
よ
う
な
兄
家
族
の
家
の
一

室
で
お
こ
な
わ
れ
る
即
席
の
サ
ズ
教
室
に
、
筆
者
は
二

カ
月
の
調
査
期
間
中
毎
週
末
通
い
、
演
奏
だ
け
で
な
く

イ
マ
ー
ム
（
指
導
者
）・
ア
リ
ー
の
化
身
と
考
え
ら
れ
て

い
る
サ
ズ
を
床
に
直
接
置
い
て
は
な
ら
な
い
な
ど
、
ア
レ

る
弦
楽
器
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
と
外
形
や
大
き
さ
が
そ
っ
く
り

だ
が
、
ど
ち
ら
が
先
に
存
在
し
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ー
ナ
ー
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
二
四
の
フ
レ
ッ
ト
を
取

り
外
し
て
作
ら
れ
た
の
が
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
で

あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
一
方
で
、
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ

ヤ
ム
に
フ
レ
ッ
ト
を
つ
け
て
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
が
完
成
し
た
と

い
う
正
反
対
の
説
も
あ
る
。
女
神
サ
ラ
ス
ワ
テ
ィ
ー
の

演
奏
す
る
楽
器
と
し
て
知
ら
れ
、
南
イ
ン
ド
音
楽
の
王

道
を
歩
ん
で
来
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
と
比
べ
れ
ば
、
ゴ
ッ
ト
ゥ

ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
は
目
立
た
な
い
存
在
だ
。

こ
の
楽
器
の
数
少
な
い
演
奏

家
の
一
人
で
あ
る
ガ
ー
ヤ
ト
リ
・

カ
セ
バ
ウ
ム
さ
ん
は
、
声
楽
の
薫

陶
を
受
け
た
あ
と
、
ゴ
ッ
ト
ゥ

ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
を
学
ん
だ
。
彼

女
が
師
事
し
た
ブ
ー
ダ
ル
ー
ル
・

ク
リ
シ
ュ
ナ
ム
ー
ル
テ
ィ
・

シ
ャ
ー
ス
ト
リ
（
一
八
九
四
ー
一

九
七
八
）
は
、
昔
む
か
し

気か
た
ぎ質
な
音
楽
家

で
人
目
を
引
く
よ
う
な
派
手
な

演
奏
や
演
出
を
嫌
っ
た
そ
う
だ
。

音
楽
界
で
は
有
名
だ
っ
た
が
、
清

貧
を
好
み
小
さ
な
家
で
質
素
な

暮
ら
し
を
し
な
が
ら
音
楽
一
筋
の

一
生
を
送
っ
た
。

ヴ
ィ
ー
派
の
サ
ズ
に
対
す
る
考
え
を
数
多
く
学
ん
だ
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
楽
器
街
で
筆
者
が
買
っ
た
サ
ズ
は

そ
れ
ほ
ど
良
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
店
の
天
井
か

ら
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
た
数
多
い
サ
ズ
の
な
か
で
い
ち
ば
ん

筆
者
の
気
を
引
い
た
。
そ
の
赤
く
輝
く
ボ
デ
ィ
の
サ
ズ

を
店
主
が
試
し
に
弾
く
と
、
繊
細
な
音
色
が
響
い
た
。

し
か
し
教
室
で
筆
者
が
慣
れ
な
い
手
つ
き
で
ピ
ッ
ク
を

上
下
に
動
か
し
弦
を
は
じ
く
と
、
重
た
い
音
し
か
し
な

い
。
同
じ
楽
器
を
先
生
が
弾
け
ば
、
や
は
り
美
し
い
音

が
響
く
。
楽
器
を
演
奏
す
る
難
し
さ
を
久
々
に
感
じ
た

日
々
で
あ
っ
た
が
、
楽
器
が
い
か
に
人
び
と
の
信
仰
心

を
表
象
す
る
か
な
ど
多
く
を
学
ん
だ
日
々
で
も
あ
っ
た
。

そ
ん
な
師
匠
を
深
く
敬
愛
す
る
ガ
ー
ヤ
ト
リ
さ
ん
に

と
っ
て
、
彼
の
愛
器
を
託
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
誇
り
で

あ
る
。
ベ
ン
ガ
ル
ー
ル
郊
外
に
あ
る
自
宅
に
特
注
の
収
納

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
し
つ
ら
え
、
家
宝
と
し
て
大
切
に
保
管

し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
楽
器
の
将
来
に
は
大
き
な
危

機
感
を
も
っ
て
い
る
。
一
見
盛
況
を
呈
し
て
い
る
南
イ
ン

ド
音
楽
界
だ
が
、
習
得
が
難
し
く
地
味
な
楽
器
に
一
生
を

捧
げ
よ
う
と
す
る
若
者
は
多
く
な
い
か
ら
だ
。
今
年
八

〇
歳
に
な
っ
た
彼
女
は
、
師
匠
か
ら
譲
り
受
け
た
楽
器

と
演
奏
ス
タ
イ
ル
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
る
。

日
本
か
ら
西
に
約
九
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

ア
ジ
ア
大
陸
の
西
の
果
て
に
位
置
す
る
ト
ル
コ
共
和
国
。

筆
者
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
ス
ン
ナ
派
が
多
く
を
占
め
る
ト

ル
コ
共
和
国
に
お
い
て
、
宗
教
的
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と

さ
れ
る
ア
レ
ヴ
ィ
ー
派
が
儀
礼
の
な
か
で
実
践
す
る
舞

踊
に
つ
い
て
調
査
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

ア
レ
ヴ
ィ
ー
派
は
儀
礼
の
な
か
で
音
楽
を
多
用
す
る
。

伴
奏
に
は
サ
ズ
と
よ
ば
れ
る
撥
弦
楽
器
が
使
用
さ
れ
、

儀
礼
を
遂
行
す
る
担
当
者
の
な
か
に
も
音
楽
家
が
い
る
。

こ
の
サ
ズ
と
よ
ば
れ
る
三
味
線
に
似
た
楽
器
は
、
ト
ル

コ
だ
け
で
は
な
く
ア

ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
や

イ
ラ
ン
な
ど
に
も
存

在
す
る
。
似
た
よ
う

な
形
態
の
楽
器
は
中

央
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ

ア
に
も
見
る
こ
と
が

で
き
、
こ
の
地
が
い

か
に
ア
ジ
ア
大
陸
各

地
と
つ
な
が
り
文
化

的
に
影
響
を
与
え

合
っ
て
い
る
か
を
強

く
感
じ
さ
せ
る
。
ア

レ
ヴ
ィ
ー
派
の
音
楽

家
は
儀
礼
の
外
を
一

南
イ
ン
ド
の
古
典
音
楽
で
用
い
ら
れ
る
楽
器
の
な
か

に
、
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
と
よ
ば
れ
る
め
ず
ら
し

い
弦
楽
器
が
あ
る
。
古
典
音
楽
の
中
心
地
と
さ
れ
る
チ
ェ

ン
ナ
イ
で
さ
え
生
演
奏
を
聴
け
る
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
な
い
。
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
は
四
〇
〇
年
ほ
ど

前
に
現
在
の
形
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
ゴ
ッ
ト
ゥ
と
よ
ば

れ
る
木
片
を
弦
の
上
で
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
旋
律
を
演
奏

す
る
楽
器
（
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
）
な
の
で
、
こ
の
名
が
つ

い
た
。

ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
は
、
南
イ
ン
ド
を
代
表
す

京
都
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師

米よ
ね

山や
ま 

知と
も

子こ

サズとは、ペルシャ語で「楽器」という意味で、
洋梨を半分に割ったような共鳴胴から長い棹が
伸びた撥弦楽器（リュート系）。名称は異なるが
同様な形態の楽器は広く世界中に分布する。

（H0230646）ゴットゥヴァーティヤム

南インドのヴィーナー系撥弦楽器。木片を弦上
で移動させることで音を滑らかに変化させる利
点があるが、フレットがないため音の高さをコ
ントロールしにくい厄介な楽器である。

民
博 
学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

寺て
ら

田だ 

𠮷よ
し

孝た
か サズ （H0102920）

イスタンブルの楽器店の天井から下げられたサズ（1998年）

上：自宅で開いた演奏会でゴットゥヴァーティヤムを弾くブーダルール・
　   クリシュナムールティ・シャーストリ（提供：ガーヤトリ・カセバウム）
下：ゴットゥヴァーティヤムを演奏するガーヤトリさん（2006年）

イスタンブル郊外にあるウンカパヌ楽器街（1999年）
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